
武藤
一
雄
の
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
）
に
対
す
る

評
価を
再
考
す
る

勝　
村
　
弘
　
也

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
本
論考
は
、
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
）
を
扱
っ
て
い
る
武
藤
一
雄
の
二
つ
の
論
文
、
「
終
末
論
の
諸
問
題
」
（
以
下
「
諸
問
題
」

　
　
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

と
略
記
）
と
「
終
末
論
の
二
類
型
」
（
以
下
「
二
類
型
」
と
略
記
）
に
つ
い
て
、
今
日
的
な
視
点
か
ら
若
干
の
批
判
と
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る

事を
主
眼
と
す
る
。
ま
た
こ
の
事
を
通
し
て
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
イ
ク
理
解
に
関
し
て
武
藤
が
示
唆
し
た
方
向
か
ら
学
問
的
課
題
が
見
え
て

く
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
武
藤
が
こ
れ
ら
二
つ
の
論
考
を
発
表
し
た
当
時
、
R
・
ブ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
思
想
が
わ
が
国
の
キ
リ
ス
ト
教

研究
者
の
み
な
ら
ず
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
全
般
に
も
絶
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
武
藤
は
バ
ル
ト
神
学
と
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
が
席

巻し
て
い
た
時
代
に
、
一
方
で
バ
ル
ト
を
神
学
主
義
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
、
ブ
ル
ト
マ
ン
に
対
し
て
も
別
の
観
点
か
ら
「
神
学
主
義
的

独善
」
が
あ
る
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
た
（
「
二
類
型
」
一
〇
入
頁
）
。
ブ
ル
ト
マ
ン
が
新
約
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
思
想
界
全
般
に
お
い

て

大き
な
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
一
つ
の
原
因
は
、
聖
書
の
神
話
論
の
非
神
話
化
を
提
唱
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
非
神
話
化
を

武藤
一
雄
の
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
）
に
対
す
る
評
価
を
再
考
す
る
（
勝
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



七

二

めぐ
る
論
争
と
の
関
連
で
武
藤
が
問
題
視
し
た
の
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
は
「
現
在
的
終
末
論
」
の
神
学
的
権
利
が
積
極
的
に
主
張

さ
れ
る
（
「
二
類
型
」
八
八
頁
）
一
方
で
、
「
黙
示
的
終
末
論
」
な
い
し
「
将
来
的
終
末
論
」
に
対
し
て
は
全
く
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ

て

い
る
点
で
あ
っ
た
。
武
藤
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
の
は
、
黙
示
的
終
末
論
を
抜
き
に
し
て
は
、
パ
ウ
ロ
の
思
想
が
も
つ
著
し
い
緊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ユ

張
が消
滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
武
藤
が
こ
の
問
題
に
終
始
大
き
な
関
心
を
抱
き
続
け
て
い
た
事
は
、
京
都
大
学
に
お
け
る

最
終
講義
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
事
が
示
し
て
い
る
。

　武
藤
先
生
が
最
初
に
終
末
論
の
問
題
を
扱
っ
て
か
ら
は
、
す
で
に
六
十
年
が
経
過
し
て
お
り
、
ご
逝
去
か
ら
数
え
て
も
二
十
五
年
に
及

ん

で
いる
。
こ
の
間
に
終
末
論
は
神
学
の
申
心
問
題
で
は
な
く
な
っ
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
黙
示
そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究
は
、

二十
一
世
紀
に
入
っ
て
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
歴
史
的
起
源
や
黙
示
思
想
の
担
い
手
、
そ
の
思
想
的
価
値
な
ど
に
関
す
る

論争
は
続
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
主
要
な
要
因
は
、
こ
の
間
に
、
コ
プ
ト
語
文
献
や
死
海
文
書
の
解
読
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

神
殿
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
や
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
文
献
学
的
研
究
が
飛
躍
的
に
進
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
新
約
諸
文
書
の
成
立
期
お
よ

び
そ
の

背
景と
な
っ
た
第
二
神
殿
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
す
る
研
究
の
状
況
は
、
武
藤
が
「
黙
示
的
終
末
論
」
に
つ
い
て
論
じ
た
当
時
と

は
全
く
比
較
で
き
な
い
。
文
献
学
的
研
究
の
進
展
と
と
も
に
、
多
く
の
新
し
い
問
題
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
り
、
き
わ
め
て
精
密
な
議
論

の中
か
ら
こ
の
時
代
の
複
雑
な
思
想
状
況
も
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
伴
っ
て
武
藤
が
議
論
の
前
提
に
し
て
い
た
学

術
用
語
や

概
念
は

今日
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
武
藤
に
は
当
時
の
欧
米
の
聖
書
学
者
た
ち
の
閥
で
ど
の
よ
う

な
論
争
が
存
在
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
十
分
な
知
識
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
神
学
的
な
見
取
り
図
を
多
少
読
み
誤
っ
て
い
た
よ
う
に

思わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
二
つ
の
論
文
は
ど
ち
ら
も
古
び
て
し
ま
っ
た
と
の
印
象
が
否
定
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
ね

　し
か
し
な
が
ら
、
武
藤
が
「
諸
問
題
」
で
は
、
イ
エ
ス
の
終
末
観
に
関
し
て
J
・
ヴ
ァ
イ
ス
と
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
業
績
に
注



目
し
た
こ
と
、
「
二
類
型
」
で
は
パ
ウ
ロ
の
終
末
観
に
関
し
て
E
・
ケ
ー
ゼ
マ
ン
に
よ
る
ブ
ル
ト
マ
ン
批
判
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
、
今
な

お

重
要な
意
味
を
も
つ
。
研
究
史
を
振
り
返
る
と
、
黙
示
思
想
を
高
く
評
価
す
る
こ
れ
ら
の
神
学
者
た
ち
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
語
圏
で
は

特殊
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
死
海
文
書
の
解
読
が
進
む
に
つ
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
発
生
前
後
の
時
代
に
お
け
る
黙
示
の
重
要

性は
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
・
ユ
ダ
ヤ
教
社
会
に
お
け
る
黙
示
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て
は
、
「
グ
ノ
ー
シ
ス
」
と
の
関
係
を
含
め
て
今
日
も
激
し
く
論
争
さ
れ
て
い
る
が
、
黙
示
思
想
を
抜
き
に
し
た
パ
ウ
ロ
理
解
は
今

やあ
り
え
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
諸
問
題
」
で
は
、
0
・
ク
ル
マ
ン
の
言
う
「
計
量
的
な
」
聖
書
的
時
間
と
い
う

捉え
方
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
時
間
概
念
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
旧
約
学
か
ら
の
批
判
を
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
論
点
は
、

残
念な
が
ら
「
二
類
型
」
の
方
で
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
本
論
考
で
は
武
藤
が
十
分
に
考
察
で
き
な
か
っ
た
こ
の
点
に
つ
い
て
も
再

考
し
て
み
る
。

一
、
ブ
ル
ト
マ
ン
的
現
在
的
終
末
論
に
対
す
る
武
藤
の
批
判

　
二
論文
を
比
較
す
る
と
「
諸
問
題
」
で
は
、
論
点
が
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
パ
ウ
ロ
思
想
の
解
釈
を
主
軸
に
し
て

論
じ
て
い
る
「
二
類
型
」
の
方
が
論
旨
は
明
快
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
を
中
心
に
し
て
ブ
ル
ト
マ
ン
批
判
の
要
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
「
救
済
の
出
来
事
の
神
学
（
↓
げ
8
δ
笹
Φ
侮
①
ω
出
巴
ω
ぴ
q
Φ
ω
o
げ
①
冨
冨
）
」
に
対
し
て
ク
ル
マ
ン
の
「
救
済
史
の
神
学

（
↓
げ
①
9
0
0
q
δ
α
Φ
の
国
Φ
出
ω
ひ
q
Φ
ω
o
匡
o
算
Φ
）
」
が
対
置
さ
れ
る
。
前
者
に
は
「
現
在
的
終
末
論
」
が
後
者
に
は
「
将
来
的
終
末
論
」
が
対
応
す
る

（「
二
類型
」
入
八
頁
）
。
パ
ウ
ロ
の
思
想
・
神
学
に
つ
い
て
論
じ
る
に
際
し
て
は
、
入
木
誠
一
が
『
新
約
思
想
の
成
立
』
に
お
い
て
パ
ウ
ロ

武藤
一
雄
の
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
）
に
対
す
る
評
価
を
再
考
す
る
（
勝
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



七四

神
学
の
二
面
性
を
説
陽
す
る
の
に
用
い
た
以
下
の
よ
う
な
（
a
）
（
b
）
の
二
類
型
を
使
う
。
こ
れ
ら
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
神
学
の
特
徴
に

関
す
る
説
明
は
長
く
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
武
藤
の
行
論
に
関
係
す
る
要
点
だ
け
を
述
べ
る
。
（
a
）
は
イ
エ
ス
の
十
字
架
を
「
あ
が
な
い
」

と
す
る
解
釈
に
立
つ
が
、
「
将
来
に
向
か
っ
て
は
、
黙
示
文
学
的
終
末
論
と
結
合
し
て
、
終
末
・
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
と
さ
ば
き
、

神
の
国
の
到
来
・
信
徒
の
復
活
、
の
思
想
を
生
む
」
。
（
b
）
は
「
死
者
の
中
か
ら
甦
っ
た
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
が
中
核
と
な
る
思
想

であ
っ
て
、
「
キ
リ
ス
ト
以
前
・
以
後
の
領
域
は
キ
リ
ス
ト
の
領
域
と
二
元
論
的
に
対
立
し
、
テ
ユ
ポ
ロ
ギ
ー
的
歴
史
観
が
あ
ら
わ
れ
る
」

と
す
る
。
ま
た
「
（
b
）
の
神
学
に
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
・
グ
ノ
ー
シ
ス
的
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
と
の
見
解
を
加
え
て
い
る
（
九
三
1

　
　
す
り

九四
頁
）
。
こ
の
入
木
の
（
a
）
（
b
）
の
二
類
型
は
、
武
藤
に
よ
れ
ば
前
者
が
ク
ル
マ
ン
の
神
学
、
後
者
は
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
に
対
応
し

て

いて
、
こ
の
後
の
議
論
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
二
つ
の
神
学
は
、
「
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
の
内
包
す
る
将
来
的
終
末
論
」

と
「
個
体
的
・
現
在
的
終
末
論
」
に
対
応
し
て
お
り
、
前
者
は
「
救
済
史
的
－
黙
示
終
末
観
的
な
将
来
的
終
末
論
」
と
し
て
も
把
握
さ
れ

る
。

　
武
藤に
よ
る
と
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
は
（
a
）
（
b
）
二
類
型
の
終
末
論
が
単
に
無
媒
介
に
併
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
相
互

に
排
他
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
両
者
は
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
は
、

両者
の
神
学
が
「
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
と
か
信
仰
神
秘
主
義
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
き
わ
め
て
実
存
的
体
験
的
な
も
の
と
内
面
的
に
結
合
」

し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
武
藤
は
、
「
高
次
な
歴
史
性
」
の
立
場
で
あ
る
と
し
て
把
握
す
る
（
一
〇
二
頁
）
。

ブ

ルト
マ
ン
的
な
救
済
の
出
来
事
の
神
学
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
一
定
の
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が

注目
さ
れ
る
。
「
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
現
在
的
終
末
論
と
将
来
的
終
末
論
と
の
対
立
が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
歴
史
に
超
越
的
な
永
遠
が
、
す
で
に
時
の
現
在
に
内
在
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
永
遠
の
終
末
は
、
時
の
現
在
に
対



し
て
、
内
在
化
を
拒
む
超
越
性
ー
い
わ
ば
内
在
的
超
越
性
の
契
機
1
を
も
っ
て
い
る
。
現
在
的
（
内
在
的
）
終
末
論
と
将
来
的
（
超

越的
）
終
末
論
と
は
相
対
立
し
な
が
ら
、
し
か
も
単
に
無
媒
介
に
併
存
す
る
の
で
は
な
く
て
、
い
わ
ば
緊
張
的
統
一
6
り
b
き
口
轟
ω
Φ
ぼ
げ
Φ
津

を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
（
一
〇
六
－
一
〇
七
頁
、
な
お
引
用
に
際
し
て
一
部
を
省
略
し
て
い
る
）
。

　
以
上
のよ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
立
場
は
「
黙
示
終
末
観
的
神
話
論
の
非
神
話
化
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
実
質
的

に
は
そ
れ
の
削
除
に
近
い
」
こ
と
に
な
る
（
九
八
頁
）
。
さ
ら
に
「
ブ
ル
ト
マ
ン
的
現
在
的
終
末
論
が
、
個
体
的
・
実
存
的
終
末
論
に
偏
し

て
、
普
遍
的
ま
た
は
宇
宙
論
的
終
末
論
の
契
機
を
ほ
と
ん
ど
見
失
っ
て
い
る
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
は
「
キ
リ
ス
ト
者
に
の
み

妥当
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
歴
史
観
」
で
あ
っ
て
「
普
遍
人
間
的
な
妥
当
性
」
を
欠
い
て
い
る
。
武
藤
は
こ
こ
に
「
神
学
の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
」

な
い
し
「
神
学
主
義
的
独
善
」
の
臭
い
を
鋭
く
嗅
ぎ
取
っ
て
い
る
（
一
〇
八
頁
）
。
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
は
、
ま
た
世
界
史
と
の
接
点
を
も
た

な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
（
一
〇
九
頁
以
下
）
。
以
上
の
よ
う
な
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
に
対
す
る
批
判
は
、
宗
教
哲
学
の
立
場
を
重
視
す
る

武藤
か
ら
見
て
当
然
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
武
藤
に
よ
る
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
理
解
の
は
ら
む
問
題

　
武
藤は
「
二
類
型
」
の
冒
頭
で
冒
臼
ω
o
げ
Φ
＞
b
o
犀
巴
着
臨
犀
を
「
ユ
ダ
ヤ
教
的
黙
示
終
末
観
」
と
訳
し
て
お
り
、
「
こ
の
よ
う
な
黙
示
終
末

観
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
考
え
る
よ
う
に
、
は
た
し
て
神
話
論
的
と
し
て
、
否
定
的
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
」
が
適
切
か
否
か
を
問
う
て
い

る
（
八
七
頁
）
。
武
藤
は
こ
こ
か
ら
直
ち
に
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
と
ク
ル
マ
ン
神
学
の
対
比
に
論
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
様
々
な
問
題

があ
る
。

武藤
一
雄
の
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
）
に
対
す
る
評
価
を
再
考
す
る
（
勝
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



七
六

　
武
藤
は

十

分に
自
覚
し
て
い
な
い
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
や
同
時
代
の
神
学
が
前
提
に
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
教
観
に
は
大
き
な
問
題
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　

る
。
十
九
世
紀
以
降
の
ド
イ
ツ
の
神
学
者
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
「
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
理
論
」
な
い
し
「
預
言
者
－
接
続
ー
理
論
」
と
名
付

け
る
こ
と
の
で
き
る
歴
史
観
で
あ
っ
て
、
旧
約
学
者
の
J
・
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
を
そ
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
理

論に
よ
る
と
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
以
前
に
登
場
し
た
預
言
者
た
ち
の
思
想
を
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
史
の
最
高
峰
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
捕
囚
以
降

に
は
彼
ら
の
模
倣
者
（
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
）
で
あ
る
宗
教
家
が
活
動
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
預
言
者
宗
教
を
復
興
し
た
の
が
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ

ス

や原
始
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
捕
囚
期
以
降
の
時
代
を
「
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
」
と
呼
ぶ
の
は
、
言
外
に
キ
リ
ス
ト
教
の
成

立に
よ
っ
て
「
ユ
ダ
ヤ
教
」
（
こ
の
場
合
、
誤
っ
て
旧
約
と
ユ
ダ
ヤ
教
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
）
が
歴
史
的
使
命
を
終
え
た
と
の
認
識
が
含

ま
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
」
は
、
歴
史
的
に
キ
リ
ス
ト
教
成
立
以
後
の
「
ラ
ビ
的
ユ
ダ
ヤ
教
」
と
区
別
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
律
法
主
義
で
あ
る
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
後
期
ユ
ダ
ヤ
教

に
特
徴
的
な
思
想
が
黙
示
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
ブ
ル
ト
マ
ン
に
限
ら
ず
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
神
学
者
た
ち
は
、
一
部
の
例
外
を
除

け
ば
最
初
か
ら
黙
示
を
預
言
者
の
思
想
を
劣
化
さ
せ
た
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
捕
囚
期
以
降

に
成
立
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
団
を
単
一
な
も
の
と
見
て
い
る
点
に
あ
る
。
死
海
文
書
発
見
後
の
歴
史
理
解
で
は
、
こ
の
時
代
に
正
統
派
ユ
ダ
ヤ

教な
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
今
や
常
識
で
あ
っ
て
、
多
様
な
ユ
ダ
ヤ
教
的
信
仰
形
態
が
存
在
し
た
だ
け
で
あ
る
。
同
じ
こ
と

は
「
原
始
キ
リ
ス
ト
教
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

　
以
上
のよ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
同
じ
よ
う
に
「
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
」
と
い
う
図
式
を
使
い
な
が
ら
も
、
イ
エ
ス
の
終
末
観
に
関
連
さ

せ
て

黙
示
の

歴史
的
位
置
づ
け
を
変
更
し
よ
う
と
試
み
た
ヴ
ァ
イ
ス
や
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
武
藤
が
注
目
し
た
点
は
評
価
さ
れ
る
べ
き

であ
ろ
う
。



　も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
は
、
黙
示
を
単
純
に
「
終
末
論
」
な
い
し
「
終
末
観
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

武
藤
が
議論
の
前
提
に
し
て
い
る
「
ユ
ダ
ヤ
教
的
」
と
い
う
用
語
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
「
ユ
ダ
ヤ
教
的
黙
示
終
末
観
」

と
い
う
用
語
が
前
提
に
し
て
い
る
の
は
、
「
ユ
ダ
ヤ
教
的
終
末
観
」
に
は
「
預
言
者
的
終
末
観
」
と
「
黙
示
終
末
観
」
が
あ
る
と
す
る
見
方

であ
る
。
武
藤
が
両
者
の
差
異
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
（
「
二
類
型
」
九
〇
頁
）
、
両
者
に
は
終
末

観
と
し
て
の
共
通
点
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
諸
問
題
」
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
統
一
的
に
論
じ
よ
う
と
し
て
「
聖
書
的
時
間

論
」
1
こ
の
場
合
の
「
聖
書
」
に
は
当
然
旧
約
と
新
約
が
含
ま
れ
る
ー
を
問
題
に
し
て
い
る
（
三
二
七
頁
）
。
つ
ま
り
武
藤
は
黙
示
を

ク
ル
マ
ン
的
な
聖
書
的
時
間
論
の
枠
組
み
の
中
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
問
題
は
「
二
類
型
」
に
も
受
け
継

が
れ
て

いる
。
「
預
言
者
的
終
末
観
」
と
黙
示
の
関
係
は
、
現
在
も
な
お
聖
書
学
者
の
問
で
激
し
く
論
争
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
し
て
い
る

よ
う
に
、
こ
こ
に
一
定
の
連
続
性
を
み
る
見
解
と
、
断
絶
を
見
る
見
解
が
対
立
し
て
い
て
、
両
者
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
な
く
簡
単
に
同

じ
枠
組
み
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
こ
こ
に
多
少
の
問
題
が
あ
る
こ
と
に
は
、
武
藤
自
身
が
気
付
い
て
い
た
。
ケ
ー
ゼ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ね

ン

の

議
論に
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
は
、
一
貫
し
て
単
に
「
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
」
と
表
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　と
も
か
く
こ
こ
に
は
武
藤
に
十
分
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
黙
示
の
ル
ー
ツ
に
関
し
て
は
、

預
言
者的
終
末
論
か
ら
何
ら
か
の
外
的
要
因
に
よ
っ
て
黙
示
が
派
生
し
た
と
す
る
見
解
と
、
預
言
で
は
な
く
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
を
背

景
と
し
た
知
恵
の
伝
統
か
ら
黙
示
が
出
て
き
た
と
す
る
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
後
者
の
見
方
の
代
表
者
は
G
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

て
、
彼
は
晩
年
に
な
っ
て
「
黙
示
的
終
末
論
」
と
い
う
表
現
を
注
意
深
く
回
避
し
て
「
黙
示
的
歴
史
理
解
」
に
修
正
し
て
い
る
。
フ
ォ
ン
・

ラ
ー
ト
の
見
解
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
は
紙
面
の
関
係
で
不
可
能
で
あ
る
が
、
黙
示
的
歴
史
観
に
と
っ
て
本
質
的
な
の
は
「
決
定
論
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

であ
っ
て
、
こ
の
点
で
預
言
者
の
歴
史
観
と
の
問
の
溝
は
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

武
藤
一
雄
の
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
）
に
対
す
る
評
価
を
再
考
す
る
（
勝
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



七

入

　さ
て
、
八
木
の
言
う
終
末
論
（
a
）
（
b
）
二
類
型
に
関
連
し
て
の
議
論
に
戻
る
と
、
武
藤
の
考
え
て
い
る
（
a
）
の
方
に
大
き
な
問
題

があ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
武
藤
は
（
b
）
類
型
を
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
と
関
連
づ
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
ひ
と
ま
ず
問
題
は

な
い
と
し
て
お
く
。
し
か
し
武
藤
は
、
黙
示
に
関
し
て
ま
っ
た
く
異
質
な
主
張
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ク
ル
マ
ン
と
ケ
ー
ゼ
マ
ン

の

両
者を
反
ブ
ル
ト
マ
ン
と
い
う
共
通
点
だ
け
を
根
拠
に
し
て
同
じ
型
の
（
a
）
類
型
の
神
学
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
非
常
な

違和
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
ク
ル
マ
ン
が
周
知
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
を
旧
約
の
預
言
の
成
就
と
し
て
の
「
時
の
中
心
」

であ
る
と
す
る
こ
と
、
ま
た
エ
ク
レ
ー
シ
ア
が
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
待
望
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味

では
、
「
将
来
的
終
末
論
」
に
つ
い
て
語
る
「
救
済
史
の
神
学
」
を
代
表
す
る
と
し
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ク
ル
マ

ン

が
ルカ
の
神
学
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
思
想
と
し
て
の
黙
示
を
評
価
し
て
い
る
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
彼
の
『
キ
リ
ス
ト
と
時
』
を
コ
ッ
ホ
が
「
イ
エ
ス
を
黙
示
か
ら
救
い
出
そ
う
と
す
る
強
引
な
努
力
」
と
い
う
皮
肉
な
タ
イ

ト
ル
を
も
つ
章
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
（
北
訳
、
七
四
頁
）
。
つ
ま
り
ク
ル
マ
ン
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と
同
様
に
黙
示
を

ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
コ
ッ
ホ
の
言
う
「
預
言
者
－
接
続
ー
理
論
」
を
代
表
す
る
保
守
的
な
神
学
者
の
一
人
に
過
ぎ
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
ケ
ー
ゼ
マ
ン
の
方
は
、
黙
示
思
想
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
黙
示
思
想
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
と
し
て
パ
ウ
ロ
の
義

認
論を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
武
藤
がこ
の
よ
う
な
一
種
の
勘
違
い
を
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
黙
示
文
学
と
さ
れ
て
い
る
第
二
神
殿
時
代
の
基
本
的
な
文
献
に
精
通
し

て

いな
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
エ
ノ
ク
文
書
や
ヨ
ベ
ル
書
の
よ
う
な
黙
示
文
学
を
読
ん
で
お
れ
ば
こ
の
よ
う
な
混
線
が
起
こ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
武
藤
が
、
当
時
流
行
し
て
い
た
聖
書
的
時
間
観
念
は
直
線
的
で
、
ギ
リ
シ
ャ
的
時
間
観
念
は
円
環
的
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
リ

す
る
奇
妙
な
議
論
に
引
き
ず
ら
れ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
（
「
諸
問
題
」
三
三
〇
頁
以
下
）
。
そ
こ
で
以
下
で
は
ヘ
ブ
ラ
イ
的
時
間
に
つ
い
て



少し
述
べ
て
お
き
た
い
。

三
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
時
問
概
念
に
つ
い
て

　ク
ル
マ
ン
の
『
キ
リ
ス
ト
と
時
』
が
前
提
に
し
て
い
る
計
量
的
（
ク
ロ
ノ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
）
な
時
間
理
解
が
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
時
間
概
念
と

異な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
「
諸
問
題
」
に
お
い
て
相
当
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
三
四
六
頁
以
下
）
。
ま
た
武
藤
は
「
ク
ル
マ
ン

の
時間
概
念
が
、
一
切
の
空
間
的
規
定
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
を
排
除
し
て
、
単
に
直
線
的
に
表
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
抽
象
性
と
関
連
す

る
」
（
三
三
八
頁
）
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
終
末
論
に
関
す
る
議
論
の
中
で
そ
の

後
に
論
じ
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
コ
一
類
型
」
の
方
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ

に
一
つ
の
大
き
な
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
旧
約
学
を
専
門
と
す
る
立
場
か
ら
、
時
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
語
に
つ
い

て考
察
す
る
と
と
も
に
聖
書
的
な
時
間
概
念
が
空
間
概
念
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
少
し
論
じ
て
み
る
。

　
「
諸
問
題
」
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ヒ
ロ
ッ
ト
の
論
文
な
ど
を
参
照
し
て
「
時
」
に
関
係
す
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
し
て
、
エ
ー
ト
、
ヨ
ー
ム
、

モー
エ
ー
ド
、
オ
ー
ラ
ー
ム
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
エ
ー
ト
に
関
し
て
は
「
な
に
も
の
か
に
対
し
て
適
切
な
時
」
を
い
う
と

説明
さ
れ
て
い
る
（
三
四
七
頁
）
。
こ
の
語
は
「
時
宜
」
「
時
期
」
「
機
会
」
な
ど
と
訳
す
こ
と
の
出
来
る
語
で
あ
っ
て
、
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

が

『イ
ス
ラ
エ
ル
の
知
恵
』
で
論
じ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
詳
し
い
説
明
は
省
略
す
る
。
以
下
に
モ
ー
エ
ー
ド
、
ド
ー
ル
、
ト
ー
レ
ド
ー

ト
、
オ
ー
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

a
．
モ
ー
エ
ー
ド
。
こ
の
語
は
、
祭
日
な
ど
の
一
定
の
期
聞
を
表
す
用
例
が
多
く
、
そ
の
場
合
は
ド
イ
ツ
語
で
は
↓
霞
日
ぎ
（
英
語
、
p
㍗

武藤
一
雄
の
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
）
に
対
す
る
評
価
を
再
考
す
る
（
勝
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



八
〇

　　
b
o
ぎ
陸
Φ
山
匡
目
Φ
）
、
司
①
ω
自
簿
Φ
昌
（
英
語
、
ω
＄
ω
o
口
ω
o
囲
冷
器
け
）
な
ど
の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
語
が
苅
α
か
ら
の
派
生

　
　語
で
あ
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
会
見
」
「
会
見
の
場
所
」
「
集
会
」
を
も
意
味
す
る
。
ド
イ
ツ
語
の
訳
語
く
興
ω
p
日
日
冨
昌
o
q
噂

　　
切
Φ
Φ
q
Φ
o
q
⇔
§
⑰
q
噂
く
興
゜
。
㎝
巨
日
巨
護
ω
覧
国
臼
が
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
関
係
で
「
会
見
の
幕
屋
」
な
い
し
「
臨
在
の
幕
屋
」
と
訳

　
　さ
れ
る
オ
ー
ヘ
ル
・
モ
ー
エ
ー
ド
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
モ
ー
エ
ー
ド
は
、
時
間
的
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
空
間
的
な
概
念
で
あ
る
。

　
　
祭り
は
、
時
間
的
概
念
で
も
あ
る
が
、
人
々
が
群
れ
集
う
日
で
あ
っ
て
、
空
間
的
な
表
象
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で

　
　
あ
る
。

b
．
ド
ー
ル
。
こ
の
語
は
「
世
代
」
「
代
」
「
時
代
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
時
代
を
担
う
人
間
と
別
の
時
間
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

　
　は
な
い
。
旧
約
時
代
の
頒
栄
で
用
い
ら
れ
た
ド
ー
ル
・
ワ
ー
ド
ー
ル
は
、
ラ
テ
ン
語
の
ぎ
ω
器
o
巳
p
°
。
Φ
o
巳
o
旨
目
に
受
け
継
が
れ
た

　
　が
、
ド
ー
ル
は
元
来
、
厳
密
に
い
う
と
、
「
あ
る
男
性
が
生
ま
れ
て
か
ら
息
子
を
も
う
け
る
ま
で
の
期
間
」
を
言
う
。
つ
ま
り
こ
の
語

　
　は
系
図
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
時
間
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

c
．
ト
ー
レ
ド
ー
ト
。
こ
の
語
は
普
通
「
系
図
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
暫
α
（
子
を
産
む
、
子
孫
を
も
う
け
る
）
か
ら
の
派
生
語
で
あ
る
。

　
　
聖
書的
な
歴
史
的
時
間
は
、
列
王
記
に
記
さ
れ
て
い
る
王
の
在
位
年
数
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
計
量
的
な
時
間
と
ま
っ
た
く
無
関

　
　
係
であ
る
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
王
と
い
う
具
体
的
な
人
物
と
関
係
し
て
は
じ
め
て
計
量
的
時
間
は
意
味
を
も
つ
。
系
図
が
歴

　
　
史的
時
間
と
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
旧
約
の
多
数
の
系
図
が
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
の
冒
頭
の
「
イ

　　
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
系
図
」
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
「
名
前
」
を
も
つ
人
間
が
生
き
て
い
て
は
じ
め
て
時
間
は
意
味

　
　を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
最
初
に
抽
象
的
な
時
間
が
存
在
し
て
、
そ
こ
に
人
間
が
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、

　
　創
世
記
一
〇
章
に
記
さ
れ
て
い
る
「
ノ
ア
の
息
子
、
セ
ム
、
ハ
ム
、
ヤ
フ
ェ
ト
の
系
図
」
で
あ
る
。
こ
の
ト
ー
レ
ド
ー
ト
は
、
「
民
族



　
　表
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
言
語
地
図
、
つ
ま
り
世
界
地
図
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
「
ノ
ア
の
子
孫
」
は
、
「
人
類
」
を
意
味
す

　　
る
旧
約
的
・
ユ
ダ
ヤ
教
的
用
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
類
」
が
空
間
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

d
．
オ
ー
ラ
ー
ム
。
「
永
遠
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
非
常
に
長
い
時
間
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
遠
い
過
去

　　
を
回
顧
す
る
と
き
に
使
わ
れ
る
。
ま
た
複
数
形
で
は
将
来
の
「
来
た
る
べ
き
時
」
を
表
現
す
る
と
も
解
釈
さ
れ
る
。
ラ
ビ
的
ユ
ダ
ヤ

　
　
教
が
成
立
す
る
頃
に
は
「
世
界
」
「
宇
宙
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
聖
書
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
コ
ス
モ
ス

　　
に
相
当
す
る
語
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
聖
書
時
代
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
意
味

　　
で
の
純
粋
の
時
間
概
念
も
空
間
概
念
も
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　ダ
ニ
エ
ル
書
の
よ
う
な
黙
示
文
学
に
お
い
て
は
、
世
界
史
に
お
け
る
時
代
区
分
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
獣
の
幻
に
お
い
て

は
、
四
種
類
の
獣
は
世
界
帝
国
の
支
配
者
の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
（
ダ
ニ
7
章
）
。
こ
こ
で
も
歴
史
的
時
間
は
権
力
者
の
交
替
と
の
関
係
で

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
計
量
的
直
線
的
な
時
間
の
中
に
人
間
が
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ク
ル
マ
ン
が
考
え
た
よ
う
な
時

間
概
念
は
、
聖
書
の
語
っ
て
い
る
時
間
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
。
し
か
も
聖
書
的
時
間
は
、
空
間
的
表
象
と
分
か
ち
が
た
く
結
合
し

てお
り
、
そ
の
場
所
に
生
き
て
い
る
人
間
と
無
関
係
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

四
、
エ
ッ
セ
ネ
派
の
黙
示
思
想
か
ら
み
え
て
く
る
も
の

死
海
文書
の
解
読
が
進
む
に
つ
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
成
立
時
代
に
お
け
る
黙
示
の
重
要
性
は
も
は
や
疑
う
余
地
が
な
い
も
の
に
な
っ
た
。

武藤
一
雄
の
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
）
に
対
す
る
評
価
を
再
考
す
る
（
勝
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
一



八
二

エ
ッ
セ
ネ
派
の
黙
示
思
想
が
か
な
り
明
瞭
に
な
っ
て
き
た
と
は
言
え
、
彼
ら
の
思
想
と
パ
ウ
ロ
を
含
む
初
代
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
思
想
が
ど

のよ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
こ
の
分
野
の
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

し
か
し
確
実
な
の
は
パ
ウ
ロ
の
思
想
、
特
に
彼
の
神
秘
主
義
を
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
下
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
試
み
は
も

は

や

通用
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
エ
ッ
セ
ネ
派
の
黙
示
思
想
が
パ
ウ
ロ
の
「
終
末
観
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
を
論

じ
る
こ
と
は
、
単
に
紙
面
の
関
係
か
ら
も
不
可
能
で
あ
る
が
、
問
題
の
所
在
は
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
が
翻
訳
を
担
当
し
た
「
感

謝
の

歌

（ホ
ダ
ヤ
ト
）
」
に
は
、
二
種
類
の
「
終
末
観
」
1
こ
れ
を
終
末
観
や
終
末
論
と
呼
び
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
が
ー
が
認
め
ら

れる
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
け

　
「
感
謝
の
歌
」
の
第
十
一
欄
二
〇
行
目
以
下
で
は
、
終
末
時
に
お
け
る
悪
の
滅
亡
が
描
き
出
さ
れ
る
。
特
に
「
墓
穴
の
罠
が
み
な
開
か
れ

る
と
き
」
で
始
ま
る
二
六
行
目
以
下
で
は
ベ
リ
ア
ル
（
闘
邪
悪
な
者
た
ち
）
に
属
す
る
者
た
ち
に
臨
む
怒
り
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
二

九
行目
以
下
を
引
用
す
る
。
ま
ず
、
終
末
に
お
け
る
悪
の
荒
れ
狂
う
暴
力
が
幻
視
の
中
で
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
写
さ
れ
る
。
三
四
行
目
以

下
では
、
場
面
が
転
換
し
て
、
天
の
軍
勢
が
そ
の
声
を
挙
げ
、
天
の
勇
士
た
ち
の
戦
い
が
、
世
界
を
巡
り
、
神
が
最
終
的
に
勝
利
す
る
。

「2
9

ベリ
ア
ル
の
激
流
は
、
あ
ら
ゆ
る
高
い
堤
防
の
上
を
越
え
て
行
く
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
運
河
で
、
な
め
尽
く
す
火
の
う
ち
に
。
青
木

も
枯
れ
木
も
、
そ
れ
ら
の
支
流
の
（
ほ
と
り
）
か
ら
、
す
べ
て
滅
ぼ
し
尽
く
す
た
め
に
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
炎
の
火
花
を
も
っ
て
す
べ
て

の

飲
み水
が
尽
き
果
て
る
ま
で
飛
び
回
る
。
粘
土
の
礎
も
、
乾
い
た
地
の
広
が
り
も
な
め
尽
く
し
、
山
々
の
基
も
燃
え
尽
き
、
岩
石
の
根

元も
ピ
ッ
チ
の
河
と
な
り
、
大
い
な
る
淵
と
な
る
ま
で
な
め
尽
く
す
。
ベ
リ
ア
ル
の
激
流
は
、
奈
落
へ
と
裂
け
（
て
落
ち
）
る
。
淵
の
は

かり
ご
と
は
、
海
藻
を
か
き
回
す
轟
音
を
も
っ
て
鳴
り
響
く
。
地
は
、
世
界
に
起
こ
る
破
滅
の
故
に
庖
障
す
る
。
そ
の
は
か
り
ご
と
は
み

な
叫
ぶ
。
そ
の
上
に
居
る
者
は
み
な
気
が
狂
う
。
討
大
い
な
る
破
滅
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
は
融
け
去
る
。
ま
こ
と
に
、
神
は
そ
の
力
強
い



轟
音
を
も
っ
て
雷
鳴
を
発
す
る
。
そ
の
聖
な
る
住
ま
い
は
、
そ
の
栄
光
の
真
実
を
も
っ
て
鳴
り
響
く
。
天
の
軍
勢
は
、
そ
の
声
を
挙
げ
、

永遠
の
礎
が
融
け
去
り
、
震
動
す
る
。
そ
し
て
天
の
勇
士
た
ち
の
戦
い
が
、
世
界
を
巡
り
、
消
滅
す
る
ま
で
引
返
す
事
は
な
い
。
と
こ
し

え
よ
り
そ
れ
は
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
は
、
（
か
つ
て
）
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
（
余
白
）
」

　こ
の
よ
う
な
幻
が
「
将
来
的
終
末
論
」
、
八
木
の
言
う
（
a
）
の
神
学
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
四
欄
三

二行
目
以
下
の
段
落
で
は
、
最
後
に
死
者
の
復
活
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
罷
そ
の
後
、
裁
き
の
時
に
、
神
の
剣
が
襲
い
か
か
る
。
彼
の
真

実に
つ
く
子
ら
は
み
な
、
立
ち
上
が
り
、
邪
悪
の
［
子
ら
を
片
付
け
る
］
。
罪
の
子
ら
は
み
な
、
も
は
や
い
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

勇
士
は
弓
を
引
き
絞
り
、
［
天
上
の
］
砦
を
開
く
で
あ
ろ
う
、
果
て
し
な
い
広
が
り
へ
と
。
そ
し
て
戦
い
の
武
器
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
永

遠
の門
を
（
開
く
で
あ
ろ
う
）
。
そ
れ
ら
は
、
（
地
の
）
果
て
か
ら
［
果
て
］
に
至
る
ま
で
力
強
い
。
弓
矢
が
射
ち
放
た
れ
る
と
、
罪
の
造

り
も
の
に
は
、
逃
れ
る
す
べ
が
な
い
。
彼
ら
は
絶
滅
に
至
る
ま
で
踏
み
に
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
残
る
者
は
い
な
く
な
る
。
お
び
た
だ
し
い

［死体
］
に
は
、
望
み
［
が
な
い
］
。
す
べ
て
の
戦
い
の
勇
士
た
ち
に
は
、
逃
げ
場
が
な
い
。
（
余
白
）
ま
こ
と
に
、
い
と
高
き
神
に
［
…
…
］

塵に
伏
し
て
い
る
者
た
ち
は
、
幟
を
掲
げ
る
で
あ
ろ
う
。
死
者
た
ち
の
う
じ
虫
が
旗
を
揚
げ
る
」
。

　し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
将
来
的
終
末
論
と
並
ん
で
ヤ
ハ
ド
共
同
体
の
成
員
が
す
で
に
救
済
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
力
強
く
語
っ

て

いる
テ
ク
ス
ト
を
見
出
す
の
は
、
困
難
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
は
「
決
定
論
」
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
感
謝
の
歌
」
第
七
欄

一
七
行目
以
下
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
し
か
し
、
私
た
ち
は
共
同
体
へ
と
召
し
出
さ
れ
、
そ
し
て
知
識
あ
る
者
た
ち
と
共
に
、
あ
な
た

のも
と
へ
と
教
え
［
導
か
れ
ま
し
た
。
］
　
そ
し
て
私
た
ち
は
、
［
あ
な
た
の
］
多
大
の
慈
し
み
を
歓
［
呼
し
ま
す
。
］
［
…
…
］
あ
な
た
の
勇

士た
ち
と
と
も
に
。
そ
し
て
神
の
集
会
に
お
い
て
、
一
つ
と
な
っ
て
驚
く
べ
き
仕
方
で
私
た
ち
は
物
語
り
ま
す
。
そ
し
て
、
［
…
…
］
と
と

も
に
。
［
…
…
］
の
集
会
に
お
い
て
、
［
…
…
］
そ
し
て
私
た
ち
の
子
孫
に
、
人
の
子
ら
と
と
［
も
に
、
あ
な
た
は
］
知
識
を
さ
ず
け
ら
れ

武藤
一
雄
の
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
）
に
対
す
る
評
価
を
再
考
す
る
（
勝
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
三



入
四

ま
し
た
、
人
間
［
の
子
ら
の
］
た
だ
中
で
」
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
知
識
あ
る
者
た
ち
」
「
あ
な
た
の
勇
士
た
ち
」
は
天
上
に
い
る

天使
た
ち
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
私
た
ち
」
で
あ
る
共
同
体
の
成
員
が
歌
う
賛
美
の
声
が
、
天
上
の
天
使
た
ち
の
声

と
一
体
に
な
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
会
衆
の
賛
美
の
声
が
天
使
た
ち
の
歌
声
と
唱
和
す
る
と
い
う
考
え
は
、
特
別
な
も
の

で
はな
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
詩
篇
一
四
八
篇
で
も
同
じ
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
引
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
が
、
「
安
息
日
供
犠
の
麗
」
で
は
、
七
層
か
ら
な
る
天
界
で
の
天
使
た
ち
の
賛
美
の
様
子
が
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
は

グ
ノ
ー
シ
ス
（
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
）
の
系
列
に
属
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
当
然
、
黙
示
と
グ
ノ
ー
シ
ス
の
関
係
が

問
題
に
な
っ
て
く
る
。

　こ
の
よ
う
に
エ
ッ
セ
ネ
派
で
は
、
黙
示
と
グ
ノ
ー
シ
ス
は
併
存
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
将
来
的
終
末
観
と
現
在
的
終
末
観
（
？
）
は
併

存し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
よ
り
も
黙
示
思
想
の
中
に
グ
ノ
ー
シ
ス
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く

預言
、
黙
示
、
知
恵
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
再
検
討
が
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
発
生
の
時

代
の
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
ユ
ダ
ヤ
思
想
に
つ
い
て
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
時
代
の
図
式
は
も
は
や
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ

に
伴
っ
て
パ
ウ
ロ
の
思
想
の
位
置
づ
け
は
、
近
い
将
来
に
大
き
く
変
わ
る
可
能
性
が
高
い
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、

パウ
ロ
を
ユ
ダ
ヤ
的
な
黙
示
思
想
家
の
系
列
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
パ
ウ
ロ
は
、
天
界
で
の
天
使
の
合
唱
の
声
を
聴
い
た
の
か

も
知
れ
な
い
（
H
コ
リ
ン
ト
十
二
・
四
）
。
し
か
し
彼
が
見
た
の
が
「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
は

重
大な
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
逆
説
（
絶
対
矛
盾
）
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
パ
ウ
ロ
を
「
高
次
の
黙
示
思
想
家
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
パ
ウ
ロ
の
語
る
「
知
恵
」
が
「
愚
か
さ
」
と
い
う
否
定
を
媒
介
と
し
た
逆
説
的
知
恵
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
（
ー
コ
リ
ン
ト
一
・
十
入
以
下
）
。



　
　
　
　
　
　

註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
「
宗
教
に
お
け
る
『
内
在
的
超
越
』
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」

＊
武
藤
が
論
文
中
で
言
及
し
て
い
る
文
献
に
関
す
る
書
誌
情
報
は
、
出
来
　
　
　
　
　
で
は
、
バ
ル
ト
と
ブ
ル
ト
マ
ン
の
「
神
学
主
義
」
が
批
判
さ
れ
て
お

　る
だ
け
省
略
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
「
隠
さ
れ
た
神
（
U
Φ
口
ω
接
ω
o
o
巳
ぎ
ω
）
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

（1
）
　
武
藤
は
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
イ
ク
を
「
黙
示
的
終
末
観
」
と
同
じ
意
　
　
　
　
る
中
で
「
将
来
的
終
末
論
」
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
（
同
書
、
一
四

　
　味
で
使
用
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
個
所
が
多
い
が
、
こ
の
こ
と
が
　
　
　
　
　
一
頁
）
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
本
稿
が
扱
う
問
題
と
深
く
関
係
す
る

　
　時
に
概
念
の
混
乱
を
招
い
て
い
る
。
本
論
考
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
　
　
　
　
が
、
ひ
と
ま
ず
視
野
の
外
側
に
置
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
＞
b
o
犀
巴
旨
鼻
を
一
応
「
黙
示
」
と
訳
す
。
註
（
9
）
を
参
照
。
　
　
　
　
（
5
）
　
一
九
八
〇
年
代
ま
で
は
ま
だ
「
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
」
が
神
学
者
の
問

（2
）
　
武
藤
一
雄
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
創
文
社
、
一
九
六
一
年
、
　
　
　
　
で
学
術
用
語
と
し
て
あ
る
程
度
通
用
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
キ
リ

　　
三
〇
四
ー
三
六
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
教
成
立
前
後
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
は
「
初
期
ユ
ダ
ヤ
教
」
が
用
い
ら

（3
）
　
武
藤
一
雄
『
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
論
集
1
』
創
文
社
、
一
九
入
　
　
　
　
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
は
、
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
は

　　
○
年
、
八
七
1
＝
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
語
は
十
分
注
意
を
し
て
使
用
す
る
必

（4
）
　
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
諸
問
題
」
と
「
二
類
型
」
の
二
つ
の
論
考
に
　
　
　
　
要
が
あ
る
。
「
第
二
神
殿
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
」
（
後
七
〇
年
頃
ま
で
）

　
　
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
い
る
が
、
パ
ウ
ロ
の
思
想
に
関
し
て
は
『
宗
教
哲
　
　
　
　
と
い
う
言
い
方
も
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
蒔
代
に
は
様
々

　
　
学
の
新
し
い
可
能
性
』
（
一
九
七
四
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
諸
論
文
　
　
　
　
な
思
想
的
潮
流
が
あ
っ
た
か
ら
、
黙
示
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め

　　
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
使
徒
パ
ウ
ロ
の
思
想
と
信
仰
」
で
　
　
　
　
て
い
た
の
か
が
問
題
に
な
る
。

　
　
は
神
秘
主
義
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
や
ブ
ル
ト
マ
　
　
　
（
6
）
　
終
末
「
論
」
と
終
末
「
観
」
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
「
諸
問
題
」
三

　　
ン
お
よ
び
ブ
ル
ト
マ
ン
系
の
神
学
者
た
ち
が
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
を
　
　
　
　
〇
六
頁
の
註
（
2
）
を
参
照
。

　
　
評
価
し
て
い
な
い
と
し
て
論
難
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
彼
ら
の
理
解
　
　
　
（
7
）
　
パ
ウ
ロ
の
神
学
に
「
ヘ
レ
．
ニ
ズ
ム
的
・
グ
ノ
ー
シ
ス
的
」
と
い
う

　
　
す
る
「
パ
ウ
ロ
の
神
学
な
る
も
の
が
、
果
た
し
て
パ
ウ
ロ
の
思
想
・
　
　
　
　
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
す
る
こ
と
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
か
ら
来
て
い
る
。
例
え

　
　
信
仰
の
全
貌
を
把
握
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
く
思
　
　
　
　
ば
「
キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
と
非
神
話
化
の
問
題
」
『
ブ
ル
ト
マ
ン
著
作

　
　
わ
れ
る
」
（
一
一
五
頁
。
二
五
頁
を
も
参
照
）
と
鋭
く
見
抜
い
て
い
る
。
　
　
　
　
集
1
3
　
神
学
論
文
集
皿
』
新
教
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
一
〇
入
頁

武藤
一
雄
の
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
）
に
対
す
る
評
価
を
再
考
す
る
（
勝
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
五



八
六

　　
以
下
（
原
著
は
、
一
九
五
四
年
）
参
照
。
こ
の
こ
と
は
八
木
と
武
藤
　
　
　
　
名
を
幻
註
o
ω
＜
負
α
段
誤
U
o
犀
巴
壱
口
評
と
し
て
い
る
通
り
で
あ
る

　　
の
議
論
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
訳
で
は
註
（
8
）
の
通
り
）
。

（8
）
　
K
・
コ
ッ
ホ
著
、
北
博
訳
『
黙
示
文
学
の
探
求
』
日
本
基
督
教
団
　
　
　
（
1
0
）
　
コ
ッ
ホ
、
五
二
頁
以
下
。
G
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
著
、
荒
井
章
三

　
　
出
版
局
、
一
九
九
入
年
、
四
六
頁
以
下
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳
『
旧
約
聖
書
神
学
H
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
入
二
年
、

（9
）
　
ド
イ
ツ
語
の
＞
O
爵
巴
遇
爵
（
黙
示
）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
名
詞
　
　
　
　
四
一
〇
頁
以
下
参
照
。

　　
ア
ポ
カ
リ
プ
シ
ス
に
由
来
す
る
。
こ
の
語
は
直
訳
す
れ
ば
　
　
（
1
1
）
　
G
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
著
、
勝
村
弘
也
訳
『
イ
ス
ラ
エ
ル
の
知
恵
』

　
　
O
穿
暮
9
。
崔
昌
o
q
、
英
語
お
＜
Φ
す
口
。
p
で
あ
る
か
ら
「
啓
示
」
と
し
て
も
　
　
　
　
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
入
年
、
四
〇
二
頁
。

　
　
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
字
義
的
に
は
此
岸
的
な
日
常
性
が
神
の
　
　
（
1
2
）
宗
教
史
の
立
場
か
ら
黙
示
の
定
義
を
し
て
い
る
日
貯
o
q
①
ロ

　
　
側
か
ら
突
破
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
学
術
用
語
と
し
　
　
　
　
H
Φ
げ
弩
に
よ
る
と
、
黙
示
に
お
い
て
は
世
界
史
の
終
結
す
る
時
代

　　
て
の
O
幣
p
げ
母
巨
ゆ
身
と
〉
冒
鼻
巴
旨
穿
は
ま
っ
た
く
別
の
意
味
で
　
　
　
　
に
原
初
の
楽
園
的
状
態
が
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
円
環
的

　
　
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
原
語
の
ア
ポ
カ
リ
プ
シ
ス
と
　
　
　
　
世
界
像
が
問
題
に
な
る
。
↓
臣
b
P
ω
』
⑩
ρ

　
　
＞
b
o
犀
巴
巻
鼻
の
意
味
上
の
乖
離
が
生
じ
た
。
ド
イ
ツ
語
の
形
容
詞
　
　
　
（
1
3
）
　
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
、
前
掲
書
、
二
一
三
頁
以
下
、
三
四
四
頁
参
照
。

　
　
碧
o
評
巴
旨
口
ω
昌
に
は
「
不
気
味
に
迫
っ
て
来
る
」
「
混
乱
し
た
」
の
　
　
　
（
1
4
）
　
拙
訳
「
感
謝
の
詩
篇
」
『
死
海
文
香
　
田
　
詩
篇
』
ぷ
ね
う
ま
舎
、

　　
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
伴
う
こ
と
が
示
す
よ
う
に
黙
示
に
は
否
定
的
評
　
　
　
　
二
〇
一
八
年
よ
り
引
用
す
る
。
な
お
、
［
…
…
］
は
、
写
本
の
欠
損
部

　
　
価
が
つ
き
ま
と
う
。
こ
れ
に
対
し
て
神
学
用
語
と
し
て
の
「
啓
示
」
　
　
　
　
　
分
を
、
（
…
…
）
は
、
翻
訳
の
関
係
上
意
味
を
補
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　　
は
、
黙
示
よ
り
も
上
位
の
概
念
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
。
「
黙
　
　
　
（
1
5
）
　
上
村
静
訳
「
安
息
日
供
犠
の
歌
」
『
死
海
文
書
　
皿
　
儀
礼
文
書
』

　
　
示
書
」
に
は
諺
b
。
犀
巴
旨
ω
①
が
使
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
文
学
類
型
　
　
　
　
ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
入
年
、
一
〇
九
ー
一
七
〇
頁
。

　
　
と
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
と
混
乱
が
生
じ
る
。
学
術
用
語
と
し
て
の
　
　
（
1
6
）
　
「
高
次
の
知
恵
」
「
高
次
の
グ
ノ
ー
シ
ス
」
に
つ
い
て
は
武
藤
一
雄

　
　
集
合
概
念
な
い
し
抽
象
概
念
と
し
て
の
＞
b
爵
巴
巻
鼻
は
、
十
九
世
　
　
　
　
「
使
徒
パ
ウ
ロ
の
思
想
と
信
仰
」
『
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
』
創

　
　
紀
末
頃
か
ら
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
　
　
　
　
文
社
、
一
九
七
四
年
、
一
＝
一
頁
以
下
参
照
。

　
　
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
確
か
と
は
言
え
な
い
。
コ
ッ
ホ
が
そ
の
著
書
の


