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田
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キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
立
場
か
ら
異
端
と
見
倣
さ
れ
る
場
合
、
最
も
中
心
的
な
問
題
は
そ
の
神
上
で
あ
る
。

　
　
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
あ
く
ま
で
も
三
位
一
体
の
神
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
に
於
て
は
、
三
一
神
が
否
定
さ
れ
る
訳

　
　
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
一
な
る
神
へ
の
傾
き
が
甚
だ
強
い
。
そ
こ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
か
ら
の
影
響
、
乃
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
前
者
と
後
者
の
思
想
的
類
縁
性
が
指
摘
さ
れ
る
根
本
的
理
由
も
あ
る
。
既
に
別
の
機
会
に
詳
細
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
　
ヨ
　
ス

　
　
に
於
け
る
第
一
の
「
原
理
」
（
聖
潮
O
q
嫡
黛
q
へ
の
）
た
る
二
者
」
（
な
警
）
と
は
、
或
る
意
味
で
三
一
的
と
も
い
え
る
構
造
を
も
っ
た
「
叡
知
」

　
　
（
ぐ
O
に
の
）
を
越
え
た
、
ヌ
ー
ス
の
根
源
で
あ
っ
て
、
凡
そ
如
何
な
る
意
味
で
も
差
異
性
を
含
ま
ず
関
係
性
を
も
た
な
い
。
従
っ
て
、
キ
リ
ス

　
　
ト
教
神
秘
思
想
に
於
け
る
神
の
一
性
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
一
陣
の
一
性
の
色
彩
を
極
め
て
濃
厚
に
示
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
、
三
つ

　
　
の
異
な
る
ペ
ル
ソ
ナ
が
一
つ
の
神
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
の
一
な
る
神
、
三
つ
の
べ
ル
ソ
ナ
の
本
質
に
於
け
る
同
一
性
と
い
う
こ
と
と

　
　
必
ず
し
も
同
じ
意
味
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
恐
れ
が
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
問
題
的
な
事
態
が
最
も
顕
著
な
一
つ
の
例
は
、
死
後
異
端
を
宣
告
さ
れ
た
、
中
世
ド
イ
ツ
の
ド
ミ
ニ
コ
会
士
マ
イ
ス
タ
i

　
　
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
あ
ろ
う
。
尤
も
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
み
な
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
誓
学
、
就
中
モ
ー

　
　
ゼ
ス
・
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
等
の
一
神
観
の
影
響
を
指
摘
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
の
如
く
、
三
一
神
観
を
否

　
　
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
著
作
及
び
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
論
述
、
説
教
の
双
方
を
通
じ
て
、
神
の
三

553　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
旨
誘
8
ユ
仁
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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3
　
一
性
に
関
す
る
言
及
は
枚
挙
に
蓬
が
な
い
。
た
だ
そ
の
場
合
で
も
、
三
な
る
神
の
本
質
に
於
け
る
岡
一
性
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
は
明
ら
か

　
　
で
あ
り
、
神
の
良
性
に
は
触
れ
ら
れ
ず
に
、
一
性
の
み
が
殊
更
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
屡
々
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
語
説

　
　
教
集
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
も
見
出
さ
れ
る
。

　
　
　
「
そ
の
力
（
“
魂
の
或
る
一
つ
の
力
①
『
ぎ
9
津
冨
α
鍵
の
Φ
一
①
、
理
性
の
閃
光
母
N
〈
ぎ
冨
一
冒
匹
吐
く
Φ
ヨ
琶
｛
け
）
は
決
し
て
休
評
し
な
い
。

　
　
そ
の
力
は
聖
霊
で
あ
る
限
り
の
神
も
、
ま
た
子
で
あ
る
限
り
の
神
を
も
求
め
な
い
。
…
…
そ
の
カ
は
神
で
あ
る
限
り
の
神
を
欲
し
な
い
。

　
　
…
…
何
故
な
ら
神
は
そ
こ
で
は
（
ま
だ
）
名
前
を
も
っ
て
い
る
か
ら
。
た
と
え
千
の
神
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
力
は
更
に
突
き
進
ん
で
突
破

　
　
す
る
。
そ
の
力
は
、
神
が
如
何
な
る
名
も
も
た
な
い
と
こ
ろ
で
神
を
欲
す
る
」
。
（
u
≦
目
ω
お
。
。
5

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
で
い
わ
れ
る
二
な
る
神
」
と
は
三
つ
の
べ
ル
ソ
ナ
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
が
故
に
、
こ
こ
で
エ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ハ
ル
ト
の
言
う
よ
う
な
、
「
ペ
ル
ソ
ナ
的
な
神
を
突
破
し
て
『
神
性
』
に
到
る
と
い
う
こ
と
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
、

　
　
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
か
ら
嵐
て
来
得
る
批
判
と
し
て
、
少
数
の
例
外
を
除
け
ば
、
最
も
普
遍
的
な
批
判
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
他
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
中
の
少
数
の
例
外
者
と
共
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
、
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
キ
リ
ス
ト
教
を
直
接
の
前
提
と
し
な

　
　
い
、
西
洋
、
東
洋
の
様
々
な
分
野
の
思
想
家
か
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
は
注
目
さ
れ
続
け
て
来
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
以
下

　
　
に
曾
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
恩
想
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
一
つ
の
特
定
の
宗
教
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
或
る
宗
教
的
普
遍
性
の
立
場
が
開
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
内
外
か
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
が

　
　
注
目
さ
れ
る
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
「
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
三
位
一
体
性
」
（
日
旨
冨
ω
附
く
ぎ
霞
窪
ヨ
冨
戦
ω
§
9
建
ヨ
）
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
い
う
よ
う
に
、
「
自
然
的

　
　
理
性
」
（
『
鋤
什
一
〇
　
　
づ
P
け
鋸
『
鋤
一
卿
ω
）
に
よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
　
神
の
子
の
黒
質
を
通
し
て
初
め
て
人
間
に
啓
示

　
　
さ
れ
た
真
理
で
あ
る
。
従
っ
て
神
の
三
一
性
と
は
、
人
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
を
神
の
子
と
し
て
儒
じ
、
そ
の
言
葉
を
信
ず
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
っ
て
の
み
近
づ
き
得
る
真
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
、
ま
さ
し
く
こ
の
道
に
よ
っ
て
、
　
つ
ま
り
「
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
（
旨
誘
8
甲
信
ヨ
O
ず
ユ
ω
e
を
通
し
て
、
「
三
一
性
の
神
秘
」
（
日
ぢ
8
搬
貯
目
語
ぎ
冨
器
）
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に

　
　
於
け
る
三
一
性
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
は
、
先
ず
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
受
肉
論
乃
至
キ
リ
ス
ト
論
を
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
神
の
子
の
受
肉
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
に
最
も
固
有
な
真
理
の
受
け
取
り
方
に
於
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
固
有
性

　
　
の
立
場
と
、
そ
の
固
有
性
の
立
場
か
ら
開
か
れ
得
る
普
遍
性
の
立
場
と
が
非
常
に
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
内
在

　
　
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
ペ
ル
ソ
ナ
の
突
破
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
ナ
ン
セ
ン
ス
と
断
ず
る
必
然
性
も
あ
ろ
う
が
、
宗
教
に
於
け
る

　
　
普
遍
性
を
問
題
と
す
る
宗
教
哲
学
的
立
場
に
於
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
内
在
的
な
視
点
か
ら
の
批
判
だ
け
で
問
題
を
済
ま
せ
る
訳
に

　
　
は
い
か
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
そ
の
鮮
肉
論
に
典
型
的
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
特
殊
性
か
ら
開
か
れ
る
普
遍
性
の
立

　
　
場
が
、
そ
の
思
想
客
体
を
貫
い
て
い
る
。
そ
れ
故
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
を
そ
の
思
想
に
即
し
て
理
解
す
る
為
に
は
、
宗
教
哲
学
的
視

　
　
点
か
ら
の
考
察
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
、
ペ
ル
ソ
ナ
の
突
破
と
い
う
よ
う
な
表
現

　
　
も
、
そ
れ
が
神
観
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
無
意
味
ど
こ
ろ
か
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
以
下
の
本
論
と
そ
の
続
篇
に
予
て
、
キ
リ
ス
ト
の
二
丁
8
は
q
ヨ
を
通
し
て
三
一
性
の
日
当
8
ユ
虞
日
へ
と
い
う
道
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

　
　
の
思
想
金
言
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
と
脈
絡
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
が
、
予
め
次
の
こ
と
は
断
わ
っ
て

　
　
お
き
た
い
。
受
肉
論
、
三
位
一
体
論
と
い
う
主
題
自
体
の
問
題
と
し
て
の
大
き
さ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
論
に
於
て
そ
れ
と
の
関
連
の

　
　
中
で
問
題
と
す
る
創
造
論
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
等
の
個
々
の
問
題
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
か
ら
、
個

　
　
々
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
を
尽
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
全
て
に
関
わ
る
一
層
大
き
な
主
題
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
方
法
論
上
必
須
の
手
続

　
　
き
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
思
想
の
も
つ
特
殊
な
性
格
の
故
に
、
個
々
の
問
題
が
個
々
の
場
で

　
　
の
み
論
じ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
と
、
思
想
全
体
の
中
で
そ
の
問
題
の
も
つ
必
然
性
が
見
失
わ
れ
た
ま
ま
、
個
々
の
問
題
、
或
い
は
個
々
の

　
　
言
葉
が
そ
れ
だ
け
で
捉
え
ら
れ
て
誤
解
さ
れ
批
判
さ
れ
る
危
険
性
も
大
き
い
。
こ
の
理
由
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
の

　
　
考
察
は
紙
幅
の
許
す
程
度
に
留
め
f
そ
の
際
、
既
に
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
た
問
題
に
つ
い
て
は
要
点
の
み
に
留
め
、
未
だ
そ
の
機

謝　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
旨
8
嵩
賃
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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会
を
も
た
な
い
問
題
に
関
し
て
は
或
る
程
度
詳
細
に
考
察
す
る
と
い
う
形
を
と
る
一
、

　
　
三
一
性
の
問
題
の
も
つ
位
置
と
意
味
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
思
う
。

ツ

タ

ノ、

ノレ

ト

の

思
想　＿
全　一
体　二
の

脈
絡
の
中

寺

第
一
章
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
有
論
と
一
ヨ
9
晦
O
血
Φ
一
論

神
が
人
に
な
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
受
肉
の
意
義
は
、
通
常
は
人
類
を
原
罪
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
に
見
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
受
肉
論
、
キ
リ
ス
ト
論
に
は
、
蝶
類
の
原
罪
と
い
う
契
機
は
希
薄
で
あ
る
。
そ
れ
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
人
間
観
の
根
本

に
関
わ
っ
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
人
間
観
の
出
発
点
は
、
人
間
は
「
神
の
似
像
に
か
た
ど
っ
て
」
創
ら
れ
た
と
い
う
創
世
記
の
記
述

に
あ
る
。
受
肉
論
に
入
る
前
に
、
先
ず
こ
の
問
題
に
触
れ
て
お
こ
う
。
　
（
但
し
、
特
に
e
に
つ
い
て
の
詳
細
は
国
管
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

　
e
創
造
論
と
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
神
に
よ
る
万
物
の
創
造
と
は
、
「
非
有
（
誘
O
鵠
　
O
ω
o
o
Φ
）
か
ら
有
（
Φ
ω
ω
Φ
）
に
呼
び
出
す
こ
と
」
（
い
≦
”
H
”
H
①
b
。
し
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
常
、

「
無
か
ら
の
創
造
」
（
。
尊
霊
。
ま
Φ
×
臥
窪
。
）
と
云
わ
れ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
無
か
ら
」
と
い
う
書
葉
は
必
ず
し
も
付
け
る
必
要
が
な

い
と
い
う
。
（
o
や
　
い
ぐ
弔
　
困
》
　
一
①
O
噛
　
“
議
●
）
何
故
な
ら
、
無
と
い
う
真
空
の
如
き
も
の
が
神
の
前
に
、
或
い
は
神
の
傍
に
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
人

間
が
何
か
を
創
り
出
す
と
き
の
よ
う
に
、
そ
の
無
の
中
へ
、
従
っ
て
非
有
の
中
へ
と
何
か
が
創
り
出
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ

　
「
無
は
何
も
の
も
受
け
取
ら
な
い
し
、
ま
た
（
何
か
を
言
う
）
基
体
（
ω
隻
脚
⑦
。
欝
ヨ
）
で
あ
る
こ
と
も
、
（
有
を
限
る
如
き
）
限
界
で
あ

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
」
（
ピ
乏
H
り
蕊
討
露
ご

　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ッ
セ

　
神
が
絶
対
的
な
有
で
あ
る
と
は
、
「
神
の
外
に
は
、
（
つ
ま
り
）
有
の
外
に
は
何
も
の
も
な
い
し
、
凡
そ
何
ら
か
の
他
な
る
も
の
は
な
い
。

即
ち
有
の
外
に
あ
る
も
の
は
無
で
あ
り
、
あ
る
の
で
は
な
い
」
（
い
芝
霞
”
冨
笹
目
や
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
の
外
、
即
ち
非
有
の
中
で

有
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
故
に
、
「
一
切
は
神
の
中
に
あ
り
、
神
の
外
で
は
無
で
あ
る
（
神
の
外
に
は
何
も
無
い
）
」
。
（
い
≦
H
＜
る
O
ρ
春
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

従
っ
て
、
「
た
と
え
（
既
に
）
創
ら
れ
た
も
の
で
も
」
神
な
く
し
て
は
、
即
ち
神
の
外
で
は
「
純
粋
な
無
」
（
冨
毎
日
巳
三
㌍
①
ぎ
憂
興
口
奪
）



で
あ
る
。
（
O
｛
●
　
一
・
　
O
。
　
U
≦
　
M
曽
　
①
り
讐
　
Q
Q
鵠
の
）
二
切
の
被
造
物
は
有
を
も
た
な
い
。
有
を
も
た
な
い
も
の
は
無
で
あ
る
」
。
被
造
物
の
有
と
い
う

こ
と
が
い
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
そ
こ
に
神
の
有
が
「
臨
在
」
（
o
q
。
。
q
8
≦
Φ
三
魯
舞
）
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
の
創
造
は
「
不
断

の
創
造
」
（
O
機
Φ
9
け
一
〇
　
〇
〇
づ
け
卿
コ
¢
四
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
神
は
永
遠
的
存
在
で
あ
る
か
ら
と
い
う
意
味
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
以
上
の
意

味
に
於
て
も
文
字
通
り
不
断
の
創
造
で
あ
る
。
何
故
な
ら
一
切
の
被
造
物
は
、
時
閣
的
「
初
め
」
（
O
コ
旨
環
ヨ
）
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
「
有

る
」
こ
と
の
「
根
源
」
（
O
コ
”
O
岡
℃
戸
信
証
）
（
興
い
芝
H
”
下
り
P
一
。
。
寵
・
）
に
鞭
て
、
絶
え
間
な
く
「
無
、
即
ち
非
有
か
ら
、
有
へ
と
呼
び
鵬
さ
れ
」

（
い
≦
押
一
①
卜
。
鳩
一
ご
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
エ
ッ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ッ
セ

　
「
神
は
有
で
あ
り
、
有
は
神
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
場
合
の
有
と
は
、
こ
の
よ
う
に
凡
そ
如
何
な
る
意
味
に
干
て
も
無
と
い
う
よ
う
な

も
の
を
、
即
ち
有
の
欠
如
と
い
う
否
定
的
な
も
の
を
あ
ら
し
め
な
い
と
い
う
意
味
に
而
て
「
否
定
の
否
定
」
（
P
①
O
q
餌
け
μ
O
　
昌
Φ
α
q
鋤
け
一
〇
づ
　
ω
）
で
あ

る
。
こ
の
「
否
定
の
否
定
」
と
は
プ
ロ
ク
ロ
ス
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
官
舎
と
同
様
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て
も

「
否
定
の
否
定
」
と
は
「
＝
（
§
信
ヨ
）
の
特
性
で
あ
る
。
　
コ
そ
れ
自
身
は
否
定
の
否
定
で
あ
る
」
。
（
い
≦
四
二
。
。
油
漉
）
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

既
に
別
の
機
会
に
詳
論
し
た
よ
う
に
、
「
否
定
の
否
定
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
で
は
「
差
異
性
の
否
定
」
で
あ
り
、
「
有
の

否
定
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
逆
に
「
無
の
否
定
」
で
あ
る
。
　
一
は
二
切
の
無
の
否
定
に
し
て
排
除
」
（
器
o
q
9
。
ぎ

露
。
×
号
ω
ざ
。
ヨ
・
『
づ
凶
藍
一
）
（
一
U
ぐ
『
H
囲
》
偽
◎
Q
①
層
①
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
神
に
於
て
「
＝
（
§
煽
ヨ
）
と
「
有
」
（
。
ω
ω
。
）
と
は
置
換
可
能
で
あ
っ
て

別
の
「
も
の
」
（
弓
Φ
ω
）
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
有
は
一
で
あ
る
」
の
み
な
ら
ず
「
一
は
有
で
あ
る
」
（
阜
い
芝
H
”
嵩
㎝
藁
麩
い
≦
戸
出
。
。
9
然
．
）

と
い
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
と
い
う
言
葉
自
体
に
よ
っ
て
は
ま
だ
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
「
無
の
完
全
な
る
否
定
に
し
て
排
除
」

が
、
換
言
す
れ
ば
「
有
の
充
満
」
（
ロ
ぼ
つ
ぎ
α
。
Φ
ω
ω
⑦
）
（
ピ
≦
H
剛
H
”
①
8
篇
）
の
み
な
ら
ず
「
有
の
純
粋
性
、
精
髄
、
或
い
は
頂
点
」
（
宕
蜂
器

象
日
Φ
ユ
巳
冨
ω
凶
く
Φ
9
。
窟
×
な
ω
一
器
。
ω
の
①
）
（
一
じ
ゼ
く
　
H
囲
℃
　
心
Q
o
Φ
層
心
）
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
、

神
の
有
の
有
と
し
て
の
絶
対
性
の
故
に
、
概
念
（
雷
獣
。
）
と
し
て
は
、
一
は
有
の
優
位
に
立
つ
訳
で
あ
る
。

359

マ
イ
ス
タ
i
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
鴫
ω
8
『
言
ヨ

一
一
三
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四

　
中
世
に
於
け
る
ア
ナ
山
上
ア
な
る
概
念
が
た
と
え
ど
れ
程
問
題
的
な
概
念
で
あ
る
に
せ
よ
、
中
世
有
論
と
し
て
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
の
出

発
点
に
し
て
不
動
の
支
点
は
、
絶
対
的
な
有
で
あ
る
神
に
よ
る
万
物
の
創
造
と
い
う
こ
と
に
置
か
れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア

論
の
特
色
は
、
こ
の
出
発
点
の
も
つ
絶
対
性
の
故
に
、
出
発
点
が
そ
の
絶
対
性
の
ま
ま
に
保
持
さ
れ
展
開
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
見
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
の
要
点
だ
け
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
る
。

　
神
の
有
と
「
圃
一
の
有
」
が
被
造
物
に
於
て
「
表
示
」
さ
れ
て
い
る
。
異
な
る
の
は
、
一
方
に
於
て
は
「
よ
り
先
に
」
（
℃
Φ
鷲
　
℃
『
固
⊆
ω
）
、

他
方
に
於
て
は
「
よ
り
後
に
」
（
唱
鶏
℃
o
ω
8
鳥
蕊
）
と
い
う
「
様
態
」
（
ヨ
。
疑
ω
）
に
於
て
だ
け
で
あ
る
。
（
興
い
感
冒
b
。
。
。
9
累
．
邸
。
。
b
。
噂
叢
．
い
≦

署
”
鵯
卜
。
書
幅
）
こ
の
「
様
態
の
違
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
絶
対
的
な
有
性
と
、
そ
こ
か
ら
結
果
す
る
と
こ
ろ
の
被
造
物
の
純
粋
な
無
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
受
動
性
と
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
絶
対
的
な
無
性
と
受
動
性
の
故
に
、
被
造
物
は
「
表
示
」
と
い
う
仕
方
に
於
て
、
神
の

有
へ
と
止
揚
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
戸
ギ
ア
論
の
「
同
一
の
有
」
と
い
う
言
葉
に
よ
く
現
わ
れ
て
い

る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
習
合
に
は
、
神
の
有
が
、
ま
さ
に
神
の
有
で
あ
る
所
以
の
有
と
し
て
の
絶
対
性
に
於
て
捉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

え
ら
れ
る
な
ら
、
必
ず
「
有
は
一
で
あ
る
」
。
数
量
的
一
で
は
な
い
、
「
有
と
置
換
さ
れ
る
＝
の
特
質
の
一
つ
は
「
不
可
分
性
」
（
ぎ
＆
く
醒
。
）

で
あ
る
。
従
っ
て
被
造
物
は
、
神
よ
り
劣
っ
た
有
を
も
っ
た
り
神
の
有
の
部
分
を
も
っ
た
り
す
る
こ
と
は
一
切
で
き
な
い
代
わ
り
に
、
自

ら
の
純
粋
な
無
性
と
受
動
性
の
故
に
、
神
の
有
と
「
同
一
の
有
」
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
以
上
の
よ
う
な
ア
ナ
緊
要
ア
論
に
は
、
　
一
つ
の
根
本
的
な
問
い
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
即
ち
、
神
の

有
と
隅
一
の
有
が
異
な
る
様
態
に
於
て
、
言
い
換
え
れ
ば
被
造
物
の
純
粋
な
無
性
と
受
動
性
に
於
て
、
表
示
さ
れ
て
い
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
神
と
被
造
物
の
有
の
ア
ナ
口
広
ア
的
関
係
は
、
通
常
は
「
分
有
」
（
窓
『
二
。
ぢ
暮
。
）
と

い
う
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
の
場
合
に
は
、
被
造
物
の
「
純
粋
な
無
性
」
と
「
同
＝
の
有
と

い
う
二
つ
の
こ
と
の
為
に
、
分
有
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
は
説
明
し
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
も
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
μ



　
　
ギ
ア
論
に
も
分
有
と
い
う
概
念
を
適
用
す
る
に
し
て
も
、
先
の
問
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
限
り
、
分
有
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
。
し
か

　
　
し
な
が
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
自
身
は
、
ラ
テ
ン
語
著
作
集
中
の
ア
ナ
胃
ギ
ア
論
そ
れ
自
体
の
中
で
は
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
は

　
　
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
先
の
問
い
が
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
逆
に
そ
れ
が
最

　
　
も
根
本
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
語
、
即
ち
当
時
の
民
衆
語
（
＜
o
野
ω
ω
罵
9
。
9
①
）
i
従
っ
て
、
概
念
的
に
規
定
さ
れ
た
ラ
テ
ン

　
　
語
世
界
の
枠
か
ら
自
由
な
言
語
使
用
が
可
能
で
あ
る
一
に
よ
る
説
教
の
一
貫
し
た
主
題
が
常
に
こ
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

　
　
も
明
ら
か
で
あ
る
（
小
論
の
続
篇
参
照
）
。
神
と
被
造
物
の
関
係
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
と
い
う
よ
り
寧
ろ
同
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
同
義
的
（
揖
づ
岡
く
O
O
二
の
）
で
あ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
自
体
の
中
に
既
に
そ
の
傾
向
が
見
出
せ
る
こ
と
は
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア

　
　
論
の
以
上
の
簡
単
な
纏
め
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
従
っ
て
、
先
の
問
題
が
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
の
中
で
そ
れ
以
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、

　
　
問
わ
れ
て
い
る
事
柄
自
体
が
、
神
学
的
に
規
定
さ
れ
た
概
念
に
よ
る
対
象
的
把
握
を
拒
む
か
ら
で
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
、

　
　
神
と
人
間
と
の
関
係
は
ア
ナ
μ
ギ
ア
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
は
捉
え
尽
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
た
だ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
が
、
キ
リ
ス
ト
受
肉
と
い
う
救
済
論
的
根
拠
を
得
て
、
ド
イ
ツ
語
説
教
集
の
主
題
一
人
間

　
　
の
魂
の
う
ち
に
於
け
る
神
の
子
の
誕
生
i
の
方
肉
に
繋
げ
ら
れ
る
為
に
は
、
も
う
一
つ
の
契
機
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
問
は
他

　
　
の
一
切
の
被
造
物
と
は
異
な
り
、
「
神
の
似
像
に
か
た
ど
っ
て
」
創
ら
れ
た
と
い
う
人
間
の
似
像
性
で
あ
る
。

　
　
　
⇔
　
エ
・
7
ク
ハ
ル
ト
の
宮
詔
。
自
虫
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
　
「
父
神
の
似
像
」
（
巨
轟
。
冨
け
嵩
ω
）
（
ぴ
譲
昌
弔
し
O
メ
δ
）
で
あ
る
子
な
る
神
が
本
来
的
な
意
味
で
の
「
神
の
似
像
」
（
ぎ
帥
σ
q
o
畠
巴
で
あ

　
　
る
の
に
対
し
て
、
人
間
は
「
神
の
似
像
に
か
た
ど
っ
て
」
（
巴
冒
扇
ぎ
Φ
口
恥
S
創
ら
れ
た
と
い
う
意
味
に
於
て
「
神
の
似
像
」
で
あ
る
。

　
　
　
ト
マ
ス
は
、
巴
冒
9
σ
q
ぎ
。
ヨ
と
い
う
言
葉
に
、
「
人
語
に
於
け
る
似
合
の
不
完
全
性
（
ぎ
儲
『
h
Φ
。
ま
巨
露
巨
ω
）
」
或
い
は
「
完
全
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
志
向
す
る
老
の
何
ら
か
の
動
き
（
ヨ
0
9
ω
ρ
ξ
畠
ヨ
）
」
を
読
み
取
る
。
ま
た
周
知
の
通
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
創
世
記
の
守
。
冨
浮
子

　
　
ぎ
日
ぎ
Φ
二
巴
ぎ
9
・
σ
q
ぎ
Φ
日
。
け
ω
一
等
鐸
巳
冒
①
ヨ
篭
8
、
ミ
ミ
と
い
う
一
節
か
ら
、
人
間
の
物
像
性
を
、
人
間
の
精
神
に
於
け
る
三
一
性
に
見

613　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
団
ω
審
村
貯
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
五
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62
3
　
出
し
、
そ
れ
を
『
三
位
一
体
論
』
九
巻
以
降
の
主
題
と
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
」
寒
冒
’
・
α
q
ぎ
①
ヨ
ロ
9
と
い
う
言
葉
を
、
そ
こ
に
二
重
の
意
味
を
重
ね
て
読
み
取
る
仕
方
で
理
解
す

　
　
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ト
マ
ス
の
よ
う
に
考
え
る
に
し
て
も
、
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
通
常
葺
謬
。
と
い
う
概
念
の
理
解
が
も
と
に

　
　
な
っ
て
理
解
さ
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
神
の
真
理
、
つ
ま
り
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
三
一
性
が
、
言
謎
。
儀
皿
で
あ
る
神
の
子
の
受
肉
に
よ
っ
て
初
め
て
人
魚
に
啓
示
さ
れ
た
真
理
で
あ
る
な
ら
、
神
に
か
た
ど
っ
て
創
ら
れ

　
　
た
人
間
の
心
像
性
も
、
神
の
子
の
受
肉
を
通
し
て
初
め
て
そ
の
全
幅
の
意
味
に
於
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
キ
リ
ス
ト
の
ヨ
蓋
8
『
貯
ヨ

　
　
を
通
し
て
」
と
い
う
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
全
体
を
貫
く
姿
勢
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
零
露
。
ロ
9
論
の
根
本
を
も
ま
た
支
え
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
ぎ
飴
ぴ
q
o
と
い
う
概
念
の
考
察
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
⇔
ユ
凶
B
曽
。
q
ぎ
⑦
ヨ
匹
且
と
い
う
言
葉
が
、

　
　
そ
の
根
本
的
意
義
に
於
て
示
さ
れ
る
の
は
、
神
の
子
の
評
議
を
通
し
て
で
あ
る
。
神
の
子
の
受
肉
を
通
し
て
啓
示
さ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
の

　
　
ヨ
篇
冨
『
貯
ヨ
」
の
核
心
は
、
後
程
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
も
キ
リ
ス
ト
と
「
同
じ
神
の
一
人
子
」
で
あ

　
　
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
銭
冒
超
ヨ
。
ヨ
幽
魚
の
銭
は
、
ト
マ
ス
の
よ
う
に
「
不
完
金
性
」
、
も
し
く
は
「
完
全
性
へ
の
志
向
」

　
　
を
意
味
す
る
と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
、
神
の
子
と
同
一
の
冒
謎
。
性
へ
「
向
か
っ
て
」
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
神
に
よ

　
　
る
人
間
の
創
造
は
、
冒
農
。
α
風
そ
の
も
の
で
あ
る
子
な
る
神
の
ぎ
9
・
ぴ
q
。
性
へ
と
初
め
か
ら
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル

　
　
ト
の
蝕
卿
ヨ
p
。
σ
q
冒
Φ
ヨ
α
鉱
論
は
、
子
な
る
神
の
冒
帥
ひ
q
。
α
総
論
に
支
え
ら
れ
、
冒
曽
α
q
o
α
Φ
一
へ
と
向
け
て
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
冨
藷
。
論
が
、
人
皆
の
常
置
σ
q
。
性
に
つ
い
て
な
の
か
、
子
な
る
神
の
冒
お
。
性
に
つ
い
て
な
の
か
、
文
脈
上
屡
々

　
　
明
瞭
に
区
別
し
難
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
ま
た
践
冒
£
ぎ
。
日
照
鉱
論
を
支
え
て
い
る
の
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
受
け
取
っ
た
キ
リ
ス
ト

　
　
の
導
携
3
ユ
¢
ヨ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
根
本
的
な
理
由
と
な
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
、
人
間
精
神
に
於
け
る
三
一
性
と
い
う

　
　
問
題
に
言
及
は
し
て
も
、
そ
れ
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
巴
霊
薬
ご
①
導
雲
仙
論
の
主
題
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
単
な
る
言
及
に
留
ま
る
の
で

　
　
あ
る
。
（
O
捗
　
　
い
ぐ
『
　
剛
鮒
　
ω
O
㎝
り
　
｝
ω
矯
層
　
一
）
芝
　
H
”
　
b
o
ω
O
》
　
刈
矯
’
）
或
い
は
よ
り
正
確
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
人
間
精
神
に
於
け
る
「
全
三
一
性
の
似



　
像
」
（
践
葺
9
α
q
ぎ
。
ヨ
8
無
信
。
α
け
噌
ぎ
陣
8
蓼
）
（
ピ
≦
鰻
》
H
O
メ
誌
）
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
隅
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
の
旨
誘
8
識
鐸
ヨ

　
を
通
し
て
受
け
取
ら
れ
る
な
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
、
人
間
精
神
に
於
け
る
「
記
憶
」
（
ヨ
①
日
O
コ
鋤
）
、
「
知
解
」
（
葺
Φ
ヨ
σ
q
睾
晋
）
、

　
　
「
意
志
」
（
〈
。
ざ
簿
器
）
の
三
一
性
と
い
う
意
昧
以
上
の
意
味
が
生
ず
る
。
こ
れ
は
続
篇
も
含
め
た
小
論
の
主
題
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　
従
っ
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
窟
・
α
言
品
ぎ
①
二
世
臥
論
が
そ
の
全
盤
に
於
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
キ
リ
ス
ト
論
、
受
肉
論
が

　
考
察
さ
れ
た
後
で
あ
る
が
、
さ
し
当
っ
て
こ
こ
で
は
、
ぎ
9
。
。
q
。
と
い
う
概
念
の
意
味
及
び
そ
の
概
念
に
基
づ
く
人
間
の
似
属
性
に
つ
い
て

　
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
考
え
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
　
冒
9
σ
q
。
（
芸
能
）
と
い
う
概
念
を
ト
マ
ス
の
言
葉
を
借
り
て
定
義
す
る
な
ら
、
「
他
者
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
発
出
す
る
と
こ
ろ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
の
」
（
ρ
⊆
。
α
嘗
8
践
淳
巴
ω
冒
帥
包
囲
ぎ
①
ヨ
葺
の
『
ご
ω
）
と
い
え
る
。
即
ち
、
似
像
は
似
像
の
「
原
像
」
（
・
×
①
ヨ
℃
醇
）
と
な
る
も
の
に
単
に

　
　
「
類
似
し
て
」
（
ω
陣
ヨ
葺
。
ロ
）
い
る
の
み
な
ら
ず
、
原
像
に
「
起
源
」
（
。
『
茜
。
）
を
も
つ
限
り
に
於
て
、
そ
の
も
の
の
似
像
と
呼
ば
れ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ

　
　
あ
る
。
従
っ
て
似
像
は
、
似
像
が
聖
像
で
あ
る
と
こ
ろ
の
有
を
原
像
か
ら
の
み
受
け
取
る
。
「
聖
像
が
聖
像
と
し
て
あ
る
限
り
は
、
自
ら

　
　
に
属
す
る
も
の
を
、
そ
こ
に
於
て
似
像
が
あ
る
と
こ
ろ
の
基
体
か
ら
は
何
も
受
け
取
ら
な
い
。
寧
ろ
似
像
は
、
似
像
が
そ
れ
の
似
像
で
あ

　
　
る
と
こ
ろ
の
対
象
か
ら
、
自
ら
の
全
有
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
（
8
葺
B
ω
湖
心
。
ω
器
β
。
8
蓬
け
餌
び
。
び
冨
。
8
ち
三
信
ω
o
馨
ぎ
鋤
ぴ
q
o
）
」
（
い
≦
H
鍔

　
　
μ
ρ
舞
）
。
何
故
な
ら
、
似
像
が
も
し
別
の
も
の
か
ら
有
を
受
け
取
る
な
ら
、
そ
の
渇
望
は
そ
の
別
の
も
の
の
似
像
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
似
像
は
似
像
の
全
有
を
原
像
か
ら
受
け
取
る
と
い
う
意
味
に
覧
て
「
似
像
は
原
籐
掌
中
に
あ
る
」
と
い
え
る
が
、
逆
に
「
原
像
が
原
像
で

　
　
あ
る
限
り
に
於
て
、
原
像
は
そ
の
似
像
の
中
に
あ
る
」
（
ピ
≦
H
剛
H
お
”
罷
h
．
）
と
も
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
似
像
が
自
ら
の
全
品
を
原
像

　
　
か
ら
受
け
取
る
こ
と
に
よ
り
、
原
像
は
、
原
像
が
原
像
で
あ
る
限
り
の
有
を
聖
像
の
中
に
も
つ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

　
　
似
像
が
似
像
で
あ
る
限
り
、
ま
た
原
像
が
原
像
で
あ
る
限
り
に
於
て
、
一
方
の
全
盛
（
け
O
け
¢
誉
P
　
O
ω
ω
Φ
）
が
他
方
の
中
に
あ
る
こ
と
に
な
る
が

　
　
故
に
、
似
籐
と
原
像
は
一
で
あ
る
（
冒
9
σ
q
o
象
〇
三
三
㊦
段
一
嘗
品
。
．
ぎ
臼
雪
ε
ヨ
菩
貯
。
。
ヨ
＆
舘
償
づ
郎
ヨ
ω
⊆
簿
）
（
い
≦
霞
”
卜
。
ρ
翼
）
。
以
上

　
　
の
意
味
で
完
全
に
似
籐
と
原
像
の
関
係
に
あ
る
の
は
神
の
子
と
至
神
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
　
「
子
は
父
の
中
に
あ

633　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
蜜
ω
8
巴
貯
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
七
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3
　
り
、
父
は
子
の
中
に
あ
る
。
か
く
し
て
両
者
は
一
で
あ
る
」
。
（
ピ
≦
日
．
お
9
。
。
堕
興
ヨ
ハ
ネ
伝
、
十
四
－
十
、
十
⊥
二
十
）

　
　
　
そ
れ
に
対
し
て
人
間
の
似
像
性
（
巴
巨
鋤
α
q
貯
Φ
鰺
α
巴
に
於
て
は
、
原
像
に
対
す
る
起
源
の
関
係
と
類
似
性
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え

　
　
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
前
者
（
起
源
の
関
係
）
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
既
述
の
よ
う
に
、
似
像
は
聖
像
の
全
期
を
原
像
か
ら
受
け
取

　
　
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
神
に
創
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
人
質
の
有
は
全
的
に
、
然
も
絶
え
ず
神
に
依
存
し
て
い
る

　
　
（
前
節
参
鰯
）
と
い
う
意
味
に
と
ら
れ
る
な
ら
、
人
間
の
被
造
性
か
ら
だ
け
で
も
帰
結
す
る
こ
と
で
、
従
っ
て
他
の
被
造
物
に
も
共
通
し
て

　
　
い
る
か
ら
、
必
ず
し
も
人
間
の
似
像
性
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
故
人
間
の
似
像
性
は
、
他
の
被
造
物
と
異
な
る
、
人

　
　
間
の
神
へ
の
類
似
性
と
い
う
点
に
見
ら
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
類
似
性
の
中
で
原
像
か
ら
の
起
源
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
か
、

　
　
改
め
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
神
の
中
に
あ
る
何
ら
か
の
イ
デ
ア
に
従
っ
て
創
ら
れ
て
い
る
他
の
被
造
物
に
対
し
て
、
人
間
が
神
の
似
像
で
あ
る
所
以
は
、
人
闘
が
知

　
　
性
（
一
月
梓
Φ
一
一
①
O
榑
環
。
α
）
を
有
す
る
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。
（
興
い
≦
目
”
b
。
刈
ρ
累
．
い
≦
同
昌
ミ
P
黙
．
露
ρ
）
知
性
は
ア
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
や
あ
れ
の
或
る
物
で
は
な
く
て
、
「
一
切
の
も
の
に
な
る
」
こ
と
の
で
き
る
能
力
で
あ
る
。
兜
性
が
認
識
能
力

　
　
と
し
て
現
実
態
に
入
る
の
は
、
知
性
が
対
象
の
「
形
相
」
（
h
O
円
ヨ
鋤
）
を
自
ら
の
中
に
「
写
す
」
（
9
ω
。
善
。
）
、
言
い
換
え
れ
ば
、
認
識
の
簿

　
　
象
か
ら
「
形
象
」
（
ω
O
の
9
①
⑳
）
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
形
象
は
認
識
の
対
象
の
形
相
で
は
あ
る
が
、
対
象
た
る
事
物
そ

　
　
の
も
の
の
有
す
る
形
相
で
は
な
く
て
、
そ
の
事
物
か
ら
離
れ
て
認
識
の
主
体
の
中
に
生
み
出
さ
れ
た
、
そ
の
形
相
の
類
似
性
で
あ
る
。
し

　
　
か
し
、
そ
れ
は
紺
象
た
る
事
物
の
形
相
に
の
み
基
づ
く
が
故
に
、
事
物
そ
の
も
の
の
有
す
る
形
相
か
ら
完
全
に
離
れ
た
も
の
で
も
な
い
、

　
　
謂
わ
ば
そ
れ
の
「
子
孫
」
（
胃
。
δ
ω
）
（
舞
い
芝
霞
”
り
ω
噸
一
罫
無
ρ
）
で
あ
る
。
可
能
態
に
あ
る
知
性
は
あ
ら
ゆ
る
可
知
的
形
象
を
欠
く
と
共

　
　
に
、
従
っ
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
可
知
的
形
象
を
受
容
し
得
る
。
そ
れ
が
現
実
態
に
入
る
と
同
時
に
認
識
の
主
体
と
な
る
の
は
、
以
上
の
意
味

　
　
で
対
象
の
形
相
に
よ
っ
て
形
相
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
於
て
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
現
実
態
に
あ
る
知
性
の
内
容
を
成
す
の
は
、
形
象
と

　
　
し
て
受
け
取
ら
れ
た
、
対
象
の
形
相
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
つ
ま
り
、
知
性
の
実
質
的
な
内
容
は
対
象
の
形
相
で
あ
る
と
い
う
意
味
に



　
　
於
て
、
知
性
は
認
識
作
用
の
中
で
「
或
る
程
度
に
ま
で
は
」
（
ρ
8
畠
ヨ
ヨ
。
巳
）
認
識
さ
れ
て
い
る
当
の
対
象
に
な
り
得
る
。
然
も
知
性
は
、

　
　
営
富
9
貯
（
「
可
能
態
」
と
い
う
意
味
で
も
「
能
力
」
と
い
う
意
味
で
も
）
と
し
て
は
、
そ
の
対
象
を
「
有
る
も
の
全
て
」
（
8
ε
ヨ
①
霧
）

　
　
に
及
ぼ
し
得
る
が
故
に
、
今
述
べ
た
意
味
で
、
知
性
は
「
看
る
程
度
に
ま
で
は
全
て
の
も
の
に
な
り
」
得
る
能
力
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
電
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
（
O
h
　
　
い
芝
　
押
　
卜
3
刈
O
噛
　
一
b
∂
臨
●
）
神
に
於
て
は
有
が
知
性
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
知
性
は
可
能
態
性
を
置
く
含
ま
ず
「
純
粋
現
実
態
」
（
9
・
9
器

　
　
震
建
ω
）
に
あ
り
は
す
る
け
れ
ど
も
（
O
暁
●
］
U
ぐ
唱
　
H
℃
ω
H
劇
ψ
癖
h
。
｝
ギ
＜
『
　
同
く
噛
b
o
Φ
Q
Q
”
　
刈
臨
●
　
ピ
＜
『
　
＜
℃
　
ω
刈
唱
　
瞬
諏
・
）
、
以
上
の
意
味
に
於
て
、
人
間
の
知
性
は
、

　
　
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
イ
デ
ア
と
し
て
内
に
含
み
、
全
て
の
認
識
を
も
つ
神
へ
の
類
似
性
の
所
以
で
あ
る
と
一
応
い
え
る
（
。
暁
．
い
芝
H
噂
b
。
刈
b
。
”

　
　
漆
●
）
。

　
　
　
し
か
し
人
間
の
知
性
の
示
す
神
へ
の
こ
の
類
似
性
は
、
必
ず
し
も
人
間
の
神
に
対
す
る
似
像
性
の
所
以
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
エ
ッ
ク

　
　
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
寧
ろ
知
性
が
こ
の
よ
う
な
類
似
性
を
示
し
得
る
厭
以
が
、
似
像
性
の
所
以
で
あ
る
。
似
像
の
似
像
性
は
、
「
似
像
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
む

　
　
そ
れ
の
似
像
で
あ
る
と
こ
ろ
の
原
像
か
ら
自
ら
の
全
有
を
受
け
取
る
」
（
い
≦
導
”
H
ρ
①
）
と
こ
ろ
に
あ
る
と
先
に
云
わ
れ
た
が
、
こ
の
点

　
　
に
於
て
、
下
問
の
知
性
は
似
弾
性
を
最
も
よ
く
示
し
得
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
知
性
が
既
述
の
意
味
で
認
識
の
対
象
と
し
て
の
全

　
　
て
の
も
の
に
な
り
得
る
と
は
、
可
能
態
に
あ
っ
た
知
性
が
、
対
象
た
る
事
物
の
形
相
を
「
可
知
的
形
象
」
（
ω
冨
魯
ω
一
三
Φ
景
α
q
卿
霞
一
の
）
と
し

　
　
て
「
受
容
し
」
（
村
①
O
ド
”
Φ
『
Φ
）
（
u
≦
H
＜
矯
一
固
ρ
。
。
．
）
、
然
も
こ
の
受
容
に
於
て
、
知
性
が
対
象
の
形
相
に
形
相
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な

　
　
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
、
知
性
の
全
く
の
受
容
性
、
受
動
性
と
共
に
、
知
性
の
無
私
性
と
も
い
え
る
と
こ
ろ
の
、
知
性
自
身
の
側
に
於
け

　
　
る
無
象
性
、
無
寵
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
人
間
に
、
一
切
の
心
象
を
放
下
し
て
、
知
性
の
受
動
性
と
無
象

　
　
性
と
を
以
て
神
に
の
み
向
う
こ
と
が
可
能
な
ら
、
或
い
は
そ
の
こ
と
が
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
と
き
人
間
は
何

　
　
ら
か
の
仕
方
で
神
を
受
け
る
、
も
し
く
は
神
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
人
間
の
知
性
は
早
耳
性
を
最

　
　
大
限
に
示
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
「
（
人
間
の
）
魂
が
神
の
胸
像
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
魂
が
神
を
受
容
し
得
る
（
8
冨
×
）
と
こ
ろ
の

　
　
も
の
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
。
（
一
U
≦
　
H
「
　
鱒
“
一
℃
　
H
O
）

653　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
i
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
巻
8
ユ
¢
旨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
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第
五
資
五
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

　
一
切
の
心
象
を
放
下
し
て
、
知
性
の
受
動
性
と
無
象
性
に
於
て
神
を
受
け
、
神
を
認
識
す
る
こ
と
は
人
間
に
可
能
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ

は
、
所
謂
「
自
然
的
理
性
」
（
§
δ
欝
貯
邑
圃
ω
）
に
よ
る
真
理
認
識
の
領
域
を
超
え
た
、
「
恩
寵
の
光
」
（
ど
ヨ
雪
α
q
民
電
器
）
の
も
と
で
の
み

可
能
な
認
識
で
あ
る
。
「
神
の
似
像
に
か
た
ど
っ
て
」
（
巴
ヨ
轟
ぎ
①
ヨ
q
色
創
ら
れ
た
人
間
の
一
人
一
人
に
、
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
証
し
し
た
の
が
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
巴
ぎ
農
桑
①
三
審
沖

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

論
は
、
本
来
的
な
意
味
で
の
ぎ
国
α
q
。
瓜
皿
へ
と
重
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
キ
リ
ス
ト
の
旨
団
ω
樽
①
コ
9
ヨ

　
e
　
キ
リ
ス
ト
受
肉
論

　
神
の
似
籐
に
か
た
ど
っ
て
創
ら
れ
た
人
間
に
と
っ
て
、
最
高
の
規
範
は
、
神
の
似
像
そ
の
も
の
で
あ
る
神
の
子
で
あ
る
と
い
え
る
。
し

か
る
に
「
電
磁
」
（
坤
謬
O
Q
『
降
帥
酔
一
〇
）
と
い
う
出
来
事
の
為
に
、
神
の
似
像
で
あ
る
神
の
子
は
、
人
聞
に
と
っ
て
、
そ
れ
に
向
っ
て
（
9
。
伍
）
の
努

力
の
目
標
で
あ
る
規
範
と
い
う
意
味
以
上
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
「
言
葉
は
肉
と
な
り
て
、
吾
ら
の
う
ち
に
宿
り
給
え
り
」
（
＜
興
薯
ヨ
。
鶏
。
富
。
葺
ヨ
の
警
簿
竃
σ
陣
冨
く
淳
ぎ
き
げ
一
ω
）
。
受
耳
糞
の
基
礎
と

な
る
ヨ
ハ
ネ
伝
第
一
章
の
こ
の
一
節
を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

　
「
神
の
言
葉
が
肉
と
な
っ
た
」
と
は
、
神
の
子
が
「
純
粋
な
人
間
本
性
」
を
取
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
門
人
間
本
性
」
（
舞
ε
舜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

習
ヨ
p
器
）
と
は
、
人
間
的
需
屋
。
呂
の
よ
う
に
、
「
人
間
個
体
化
の
根
源
」
を
表
示
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
全
て
の
人
間
に
少
し
の
差

異
も
な
く
共
通
な
本
性
で
あ
り
（
o
や
　
い
ぐ
環
　
口
囲
押
　
卜
⊃
駆
一
℃
　
α
臨
の
　
い
ぐ
刈
　
H
～
」
　
鼻
ω
刈
矯
　
⑩
鴎
．
　
Φ
汁
。
．
）
、
「
純
粋
な
」
（
震
鑓
）
と
は
、
悪
や
罪
の
付
着
し
な
い
、

神
に
よ
っ
て
悪
し
く
創
ら
れ
た
ま
ま
の
人
間
本
性
で
あ
る
。
（
o
h
’
　
い
≦
　
　
H
囲
H
り
　
c
o
“
”
　
9
頴
匿
）
こ
の
意
味
で
人
間
ホ
性
は
、
各
々
の
人
間
に
と
っ

て
、
（
冨
諺
。
轟
性
、
或
い
は
偶
有
性
を
伴
っ
た
）
自
分
自
身
よ
り
「
一
層
内
奥
（
貯
八
事
自
）
に
あ
る
」
（
ピ
≦
同
等
b
。
爵
一
審
）
と
云
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
本
性
を
「
恩
寵
か
ら
」
神
の
子
が
取
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
我
々
全
て
の
人
間
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
こ
の
本



　
　
性
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
然
も
キ
リ
ス
ト
と
「
同
じ
仕
方
で
」
（
器
ρ
轟
犀
Φ
戦
）
、
「
同
じ
意
味
に
於
て
」
（
§
ぞ
。
8
）
。
（
ド
ρ
謡
）
以
下

　
　
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
受
肉
論
の
眼
目
で
あ
る
。

　
　
　
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
神
で
あ
る
と
共
に
人
で
あ
る
と
は
、
キ
リ
ス
ト
に
於
て
は
「
神
性
医
爵
手
玉
9
〈
ぎ
p
）
と
「
人
間
本
性
」
（
鎚
け
霞
p

　
　
ず
ロ
ヨ
①
暴
）
の
両
本
性
が
切
り
離
さ
れ
な
い
仕
方
で
（
葛
〇
二
器
貯
審
吋
α
2
旨
Φ
け
ぎ
ω
窪
鋤
二
四
窪
轟
B
“
い
≦
ヨ
唱
卜
。
。
。
O
払
O
）
、
然
も
そ
れ
ぞ

　
　
れ
の
本
性
が
完
全
に
具
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
キ
リ
ス
ト
論
の
根
本
を
為
す
こ
の
教
義
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
人
間
本
性

　
　
の
神
性
と
の
結
舎
の
可
能
性
の
絶
対
的
な
証
し
を
晃
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
先
ず
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
存
在
の
絶
対
性
の
故
、
従
っ
て
キ

　
　
リ
ス
ト
に
於
け
る
神
性
と
人
間
本
性
の
共
在
と
結
合
の
絶
対
性
の
故
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
性
は
、
本
来
神
性
に
由
来
す
る
こ
と
は
い
う
ま

　
　
で
も
な
い
が
、
ま
さ
に
神
性
の
こ
の
絶
対
性
の
故
に
、
神
の
子
の
受
電
に
よ
っ
て
人
間
本
性
と
結
合
し
た
神
性
は
、
人
間
本
性
と
の
こ
の

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
結
合
に
絶
対
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
に
於
け
る
神
性
と
人
性
の
合
一
は
（
§
δ
島
ぼ
鼠
什
幾
ω
簿
げ
⊆
ヨ
碧
瞳
什
薮
ω
ぎ
。
冨
陣
ω
8
）
、

　
　
（
本
来
）
神
性
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
『
受
け
取
ら
れ
た
人
間
に
』
（
ぎ
慧
三
器
。
。
焦
ヨ
讐
。
）
も
適
合
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
程
大
き
い
の

　
　
で
あ
る
」
。
（
い
≦
圃
H
押
ω
㎝
r
置
h
．
）

　
　
　
ま
た
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
受
肉
に
於
て
取
ら
れ
た
人
間
本
性
と
は
、
吾
々
人
間
の
有
す
る
人
閾
本
性
と
は
異
な
っ
た
、
キ
リ
ス
ト
に

　
　
の
み
与
え
ら
れ
た
特
別
な
人
間
本
性
で
は
な
く
て
一
も
し
そ
の
よ
う
な
特
別
な
人
間
本
性
な
ら
、
イ
エ
ス
は
神
で
あ
る
と
は
い
え
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
真
の
意
味
で
人
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
の
場
合
キ
リ
ス
ト
の
人
間
本
性
と
い
う
言
葉
自
体
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
一
、

　
　
人
間
一
人
一
人
が
少
し
の
差
異
も
な
く
共
通
に
有
す
る
本
性
で
あ
る
。
即
ち
全
て
の
人
間
は
こ
の
人
間
本
性
を
キ
リ
ス
ト
と
共
有
す
る
の

　
　
で
あ
る
。
受
諾
に
於
て
示
さ
れ
た
神
性
と
人
間
本
性
と
の
結
合
の
絶
対
性
は
、
そ
の
人
問
本
性
を
イ
エ
ス
と
人
間
が
共
有
す
る
為
に
、
我

　
　
々
一
人
一
人
に
於
て
も
（
騨
羅
。
玄
ω
）
人
間
本
性
一
人
間
の
握
屋
。
舞
舞
、
あ
る
い
は
偶
有
性
で
は
な
い
一
1
・
と
神
性
と
の
結
合
が
起
り

　
　
得
る
こ
と
の
絶
紺
的
な
証
し
と
な
る
。
そ
れ
が
神
の
恩
寵
で
あ
る
と
は
、
神
は
、
神
の
子
の
堅
肉
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
人
間
に
教
え

　
　
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
言
葉
が
肉
と
な
っ
た
の
は
、
「
我
々
が
神
の
子
に
な
り
得
る
こ
と
を
我
々
に
教
え
る
為
」
（
ピ
芝

謝　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
《
鴇
。
瓜
自
旨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
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3
　
H
罫
漣
ρ
露
h
）
で
あ
る
。

　
　
　
「
我
々
は
皆
、
キ
リ
ス
ト
と
同
じ
仕
方
で
、
ま
た
同
じ
意
味
に
於
て
、
キ
リ
ス
ト
と
（
人
間
）
本
性
を
共
有
す
る
。
こ
の
こ
と
が
我
々

　
　
の
信
を
、
即
ち
肉
と
な
っ
た
言
葉
は
キ
リ
ス
ト
に
於
て
と
同
じ
よ
う
に
本
来
的
な
意
味
で
我
々
一
人
一
人
に
於
て
も
住
ま
う
と
い
う
信
を
、

　
　
根
拠
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
（
い
ぐ
『
　
剛
H
困
噂
　
b
o
心
卜
σ
讐
　
◎
Q
暁
．
）

　
　
　
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
言
葉
は
肉
と
な
り
て
、
吾
ら
の
う
ち
に
宿
り
給
え
り
」
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
伝
の
一
節
の
前
半
部

　
　
「
言
葉
は
肉
と
な
り
」
に
関
し
て
も
、
ま
た
後
半
部
の
「
吾
ら
の
う
ち
に
宿
り
給
え
り
」
に
つ
い
て
も
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
解
釈
は
カ
ト

　
　
リ
ッ
ク
の
通
常
の
解
釈
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
が
し
か
し
、
そ
の
異
な
る
解
釈
の
拠
り
翫
は
、
神
で
あ
る
と
共
に
人
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ

　
　
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
以
上
見
た
通
り
で
あ
る
。
通
常
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
人
類
の
神
に
対
す
る
罪
を
奮
う
為
に
、
イ
エ
ス
は
神
で
あ
る

　
　
と
共
に
人
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
（
次
節
参
照
）
。
従
っ
て
、
イ
エ
ス
が
人
間
と
し
て
様
々
な
試
練
に
耐
え
人
間
と
し
て
受
難
し
た
と

　
　
い
う
点
に
、
キ
リ
ス
ト
の
人
性
が
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
キ
リ
ス
ト
が
神
で
あ
る
と
共
に
人
で
あ
る
と
は
、

　
　
神
性
と
人
關
本
性
の
結
合
し
た
存
在
を
意
味
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
動
か
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
既
述
の
よ
う
に
、
神
の
子
の
受
肉

　
　
は
、
一
人
一
人
の
人
間
に
嘗
て
も
神
の
受
肉
が
起
り
得
る
こ
と
の
証
し
で
あ
る
と
い
う
、
受
肉
に
示
さ
れ
た
神
の
恩
寵
の
意
義
が
明
ら
か

　
　
に
さ
れ
た
。
従
っ
て
Y
通
常
の
解
釈
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
は
人
間
と
し
て
受
難
し
苦
悩
し
た
と
い
う
点
に
キ
リ
ス
ト
の
人
性
が
見
ら
れ
る

　
　
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
却
っ
て
キ
リ
ス
ト
と
い
う
存
在
を
誤
解
せ
し
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
受
肉
の
意
義
を
通
し
て
啓

　
　
示
さ
れ
る
神
の
三
一
性
の
真
理
に
対
し
て
も
自
ら
身
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
意
味
に
而
て
は
、
キ
リ
ス

　
　
ト
の
「
肉
体
的
現
存
」
（
瞬
器
ω
①
簿
ド
8
6
0
壁
房
）
さ
え
妨
げ
に
な
る
と
も
い
い
得
る
。
「
（
キ
リ
ス
ト
の
）
人
間
性
に
対
す
る
愛
（
餌
ヨ
9

　
　
冨
ヨ
餌
轟
跨
一
ω
）
と
（
キ
リ
ス
ト
の
）
肉
体
的
な
現
存
は
、
神
性
に
対
す
る
愛
の
純
粋
性
を
妨
げ
る
」
。
（
い
芝
譲
”
晋
ρ
卜
。
ご
し
か
し
、
こ
れ

　
　
は
班
謂
キ
リ
ス
ト
仮
現
説
に
通
ず
る
考
え
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は
、
神
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
有
す
る
人
閣
本
性
の
故
に
人
で
あ
る
。

　
　
神
の
子
は
導
燈
に
際
し
て
こ
の
人
問
本
性
を
必
ず
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
神
性
と
人
間
本
性
の
結
合
の
絶
対
的
な



　
　
可
能
性
こ
そ
、
神
の
子
の
受
肉
と
い
う
恩
寵
が
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た
意
義
で
あ
る
か
ら
。
神
性
と
の
結
合
が
、
人
間
で
あ
る
限
り
の
人

　
　
間
、
即
ち
人
間
本
性
を
有
す
る
人
間
の
一
人
一
人
に
必
ず
起
り
得
る
こ
と
を
証
し
す
る
為
に
は
、
証
し
と
な
る
存
在
は
、
真
の
意
味
で
神

　
　
で
あ
る
と
共
に
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
先
に
引
用
し
た
ヨ
ハ
ネ
伝
の
後
半
部
に
関
し
て
も
、
「
我
ら
の

　
　
う
ち
に
」
（
写
　
δ
o
玄
ω
）
と
い
う
言
葉
を
通
常
の
如
く
、
「
こ
の
世
の
我
々
人
出
の
間
に
」
と
い
う
意
味
に
は
受
け
取
ら
な
い
。
　
ヨ
ハ
ネ
第

　
　
一
の
書
の
第
四
章
に
も
、
神
は
そ
の
一
人
子
を
「
世
に
（
ぎ
ヨ
§
曇
日
）
遣
わ
し
」
と
あ
っ
て
、
「
こ
の
世
に
（
ぎ
ず
§
。
ヨ
暮
a
ヨ
）
遣

　
　
わ
し
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、
「
世
に
」
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
に
云
え
ば
「
叡
智
的
世
界
に
」
（
陣
昌
　
導
q
昌
α
煮
転
P
　
一
づ
け
Φ
一
一
Φ
O
汁
鐸
曽
一
Φ
P
）

　
　
（
6
や
　
］
U
ぐ
『
　
幽
く
”
㎝
Q
o
町
回
）
、
即
ち
「
内
的
世
界
に
」
（
く
琴
α
δ
一
呂
興
≦
Φ
導
）
（
∪
≦
H
”
Φ
ρ
ω
）
、
「
内
的
人
間
に
」
（
ぎ
一
馨
巴
。
ユ
ぎ
白
油
Φ
）

　
　
（
い
老
く
　
H
＜
》
α
O
”
α
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
神
の
子
が
遣
わ
さ
れ
た
の
は
、
我
々
の
「
内
的
世
界
」
で
あ
る
ま
さ
に
そ
の
故
に
、

　
　
終
末
の
時
を
待
た
ず
と
も
、
神
は
人
問
に
「
こ
の
世
で
」
（
ぎ
ぎ
。
ヨ
§
鳥
。
）
「
神
の
子
と
な
る
権
能
」
（
ヨ
ハ
ネ
伝
、
…
1
十
二
）
を
与
え
た

　
　
の
で
あ
る
。
（
o
臨
●
い
く
『
　
同
く
矯
凱
Q
o
”
○
◎
庸
．
）

　
　
　
「
キ
リ
ス
ト
の
中
で
、
つ
ま
り
我
々
の
外
で
（
①
×
時
論
9
　
つ
O
o
り
）
肉
と
な
っ
た
言
葉
は
、
そ
れ
が
我
々
の
外
に
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ

　
　
と
の
為
に
、
我
々
を
完
全
な
も
の
に
し
な
い
。
し
か
し
へ
言
葉
が
我
々
の
う
ち
に
宿
っ
た
後
に
、
そ
し
て
我
々
の
う
ち
に
宿
っ
た
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
、
言
葉
は
我
々
に
、
我
々
が
『
神
の
子
と
称
え
ら
れ
、
神
の
子
で
あ
る
』
（
ヨ
ハ
ネ
第
…
の
書
、
三
i
一
）
と
い
う
名
と
完
全
性
と
を

　
　
与
え
た
の
で
あ
る
」
。
（
ピ
≦
護
し
O
。
。
．
漆
’
）

　
　
　
こ
れ
が
受
肉
に
示
さ
れ
た
神
の
恩
寵
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
純
粋
に
恩
寵
に
よ
っ
て
」
（
び
≦
H
鐸
。
。
。
。
り
H
団
．
）
で
あ
っ
て
、
人
間
本

　
　
性
の
方
に
、
こ
の
こ
と
を
惹
き
起
す
力
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
か
ら
人
間
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
最
大
の
恩
寵
は
、
人

　
　
間
本
性
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
外
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
程
相
応
し
い
仕
方
で
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
前
章
で
述
べ
た
よ

　
　
う
に
、
神
の
似
像
に
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
人
間
の
本
性
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
が
、
恩
寵
に
よ
っ
て
、
も
し
人
間
が
神
を
受

693　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
賓
ω
審
円
冒
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
一
三



　
　
　
　
　
　
折
黒
子
研
W
四
九
　
第
五
百
五
十
山
ハ
ロ
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
門

70
3
　
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
於
て
人
間
の
似
像
性
ば
本
来
的
な
意
昧
で
、
即
ち
p
・
織
誼
’
・
α
q
貯
①
ヨ
魁
臨
と
し
て
で
は
な
く
冒
p
。
α
q
o

　
　
住
臨
と
し
て
「
完
成
さ
れ
る
」
（
θ
畠
μ
お
暁
■
）
こ
と
に
な
る
。
受
肉
に
示
さ
れ
た
神
の
恩
寵
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
実
現
さ
せ
る
と
い

　
　
う
意
昧
を
も
つ
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
が
、
最
も
本
来
的
な
意
味
で
人
間
と
し
て
「
完
成
さ
れ
る
」
か
ら
こ
そ
、
受
肉
は
人
間
に
与
え
ら

　
　
れ
た
神
の
最
大
の
恩
寵
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
キ
リ
ス
ト
が
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
子
で
あ
る
と
こ
ろ
の
塑
像
と
、
義
に
し
て
神
の
如
く
形
造
ら
れ
た
人
闊
が
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
子

　
　
で
あ
る
と
こ
ろ
の
似
像
と
が
別
の
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
誤
っ
た
考
え
を
抱
い
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
…
…
『
吾
々
は
同
じ
虚
像
に

　
　
変
え
ら
れ
る
』
（
零
碧
ω
h
g
ヨ
四
ヨ
薮
ぎ
＄
巳
。
窮
一
二
⇔
ぴ
q
ぢ
。
ヨ
）
か
ら
で
あ
る
」
。
（
び
≦
H
H
押
お
声
①
矯
し

　
　
　
従
っ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
受
議
論
は
、
「
キ
リ
ス
ト
に
於
け
る
」
（
ぎ
9
齢
8
）
受
肉
と
「
我
々
の
う
ち
で
の
」
（
貯
ぎ
鑓
ω
）
肥
肉

　
　
（
。
境
凹
い
乏
H
囲
H
し
8
矯
一
）
と
が
切
り
離
し
難
い
関
係
に
あ
る
。
後
者
の
受
肉
論
に
立
ち
入
る
為
に
は
、
「
魂
の
う
ち
に
於
け
る
神
の
子
の
誕
生
」

　
　
と
い
う
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
神
秘
思
想
の
主
題
を
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
に
、
以
上
の
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
論
で
触
れ
ら
れ
な

　
　
か
っ
た
一
つ
の
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
受
肉
と
人
間
の
罪
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
⇔
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
に
於
け
る
罪
の
問
題

　
　
　
照
約
聖
書
に
於
け
る
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
楽
園
追
放
の
物
語
は
、
新
約
聖
書
、
と
り
わ
け
パ
ウ
窟
の
書
簡
に
着
て
（
例
え
ば
ロ
マ
書
、
五
i

　
　
十
二
）
人
心
の
犯
し
た
原
罪
と
し
て
、
人
類
に
と
っ
て
決
定
的
な
出
来
事
と
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
七
日
の
根

　
　
本
的
意
義
は
、
人
類
を
こ
の
原
罪
か
ら
救
済
す
る
こ
と
に
冤
ら
れ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
立
場
で
通
常
行
な
わ
れ
て
い
る
解
釈
に

　
　
　
（
2
1
）

　
　
よ
れ
ば
、
人
類
を
原
罪
か
ら
救
済
す
る
為
に
こ
そ
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
神
で
あ
る
と
共
に
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
何
故
な

　
　
ら
、
原
罪
と
は
神
に
対
す
る
罪
で
あ
る
か
ら
、
人
間
で
あ
る
限
り
の
人
悶
に
よ
っ
て
は
賦
い
得
ず
、
た
だ
神
の
み
が
そ
れ
を
為
し
得
る
。

　
　
と
同
時
に
、
十
字
架
刑
に
極
ま
る
苦
難
を
真
の
人
間
と
し
て
受
け
苦
悩
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
人
類
の
身
替
り
と
な

　
　
り
生
蟄
と
な
っ
て
人
類
を
罪
か
ら
救
う
救
済
老
で
は
あ
り
得
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
従
う
な
ら
、
多
肉
論
、
或
い
は
キ
リ
ス
ト



　
　
論
は
罪
あ
る
人
間
存
在
と
い
う
こ
と
と
切
り
離
せ
な
い
訳
で
あ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て
は
、
人
間
の
罪
、
更
に
は
人
間
の
罪
と
受

　
　
肉
と
い
う
問
題
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
既
に
前
節
ま
で
に
返
て
述
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
人
祖
の
犯
し
た
原
罪
が
人
類
を

　
　
根
本
的
に
規
制
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
見
出
せ
な
い
。
人
間
を
根
本
的
に
規
定
で
き
る
の
は
人
間
を
創
っ
た
神
だ
け
で
あ
り
、
神
が

　
　
如
何
よ
う
に
人
間
を
創
っ
た
か
に
よ
っ
て
の
み
人
間
は
規
定
さ
れ
て
い
る
。
神
の
似
像
に
か
た
ど
っ
て
創
ら
れ
た
人
問
は
、
神
が
全
く
自

　
　
由
で
あ
る
よ
う
に
、
神
に
よ
っ
て
自
由
の
中
に
、
「
自
由
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
神
の
み
が
（
人
間
の
）
魂
に
等
し
い
」
（
U
≦
目
し
湛
弧
）

　
　
ほ
ど
の
自
由
の
中
に
、
置
か
れ
た
。
従
っ
て
、
「
神
は
人
間
の
意
志
を
強
制
し
な
い
」
（
一
）
ぐ
く
　
一
℃
　
“
c
o
噛
　
卜
∂
）
か
ら
、
自
由
の
故
に
人
間
は
「
神

　
　
か
ら
離
反
」
（
餌
く
①
門
ω
一
〇
　
9
　
匹
O
O
）
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
ま
た
「
自
由
な
能
力
の
故
に
、
ま
だ
時
間
性
の
中
に
あ
る
人
間
で
も
、
ど
の
瞬

　
　
間
に
於
て
も
限
り
な
く
高
く
飛
昇
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
U
芝
ど
H
。
。
”
露
し
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
罪
と
い
う
も
の
の
「
根
に
し
て
形
相
因
」
（
N
g
o
血
一
麟
　
　
①
瞥
　
　
暁
O
鴇
箆
鋤
一
一
匂
り
　
O
Q
q
の
Q
）
は
「
不
変
の
善
か
ら
の
離
反
」
（
騨
。
〈
興
の
ざ
9
び
。
き

　
　
ぎ
8
ヨ
ヨ
9
p
び
強
）
で
あ
る
。
（
O
h
●
　
】
U
ぐ
く
　
　
同
H
國
矯
　
さ
σ
㎝
駆
り
　
目
鱒
h
．
）
「
不
変
の
善
」
と
は
神
で
あ
る
か
ら
、
結
局
罪
と
は
「
神
か
ら
の
離
反
」
（
碧
霞
ω
δ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
餌
畠
。
）
（
い
芝
　
H
H
H
矯
　
b
σ
α
下
闇
　
一
心
）
で
あ
る
。
通
常
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
原
罪
の
原
罪
た
る
所
以
は
、
そ
れ
が
神
に
背
い
た
罪
で
あ
る
と
い
う
点

　
　
に
存
す
る
。
従
っ
て
、
沼
津
聖
書
の
楽
園
追
放
の
物
語
を
、
人
祖
の
犯
し
た
堕
罪
の
物
語
と
受
け
取
ら
ず
に
、
抑
々
罪
と
い
う
も
の
の
根

　
　
源
発
意
昧
に
於
て
犯
さ
れ
た
罪
が
、
象
徴
的
に
蓑
現
さ
れ
て
い
る
記
述
と
受
け
取
る
な
ら
、
そ
の
意
味
に
於
て
こ
の
物
語
は
、
需
9
簿
¢
導

　
　
9
嬉
墨
冨
（
「
原
罪
」
一
「
根
源
的
罪
」
）
の
象
徴
的
物
語
で
あ
る
と
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
脈
絡
に
於
て
も
い
い
得
る
。

　
　
　
そ
れ
故
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
受
肉
の
意
義
が
、
原
罪
か
ら
の
人
類
の
救
済
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
場
合
に
も
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て
は
、

　
　
そ
れ
は
人
祖
が
犯
し
た
原
罪
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
罪
の
根
源
か
ら
の
人
類
の
解
放
と
い
う
意
味
に
於
て
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
受
肉

　
　
に
よ
っ
て
の
み
、
即
ち
人
間
が
キ
リ
ス
ト
と
同
じ
よ
う
に
神
の
子
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
　
「
神
の
子
と
な
ら
な
い
如

　
　
何
な
る
人
に
も
罪
は
赦
さ
れ
な
い
。
神
の
子
と
し
て
あ
る
こ
と
（
義
母
菖
。
）
に
よ
っ
て
の
み
、
罪
は
赦
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
義
な
る

瓢　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
i
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
団
の
審
ニ
ロ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
五
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哲
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五
百
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一
二
六

人
は
如
何
な
る
人
で
も
、
（
そ
の
人
が
）
神
の
子
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
を
通
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
に
於

て
、
神
の
子
と
し
て
あ
る
こ
と
（
瞳
一
一
卿
餌
辟
凶
O
）
が
罪
を
赦
す
、
と
い
う
こ
と
を
も
つ
の
で
あ
る
」
。
（
い
≦
署
”
ω
㎝
㎝
㍉
塗
）

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
要
約
す
れ
ば
以
上
の
よ
う
な
形
で
提
出
さ
れ
て
い
る
罪
及
び
罪
の
赦
し
と
は
、
で
は
更
に
ど
の
よ
う
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
罪
と
は
根
本
的
に
は
「
不
変
の
善
」
か
ら
の
離
反
で
あ
る
。
不
変
の
善
か
ら
の
離
反
は
、
多
く
の
場
合
「
う
つ

ろ
う
善
に
心
を
向
け
る
こ
と
」
（
O
O
5
く
①
『
ω
一
〇
　
　
9
儀
　
　
げ
O
鵠
信
ヨ
　
　
O
O
コ
P
ヨ
¢
酔
9
9
ぴ
一
一
①
）
の
結
果
と
し
て
起
る
。
（
舞
ピ
≦
H
鐸
卜
。
α
跨
這
h
匿
）
こ
の
場
合

の
「
善
」
と
は
「
何
ら
か
の
仕
方
で
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」
の
意
味
で
あ
る
。
求
め
ら
れ
て
い
る
限
り
は
、
求
め
る
主
体
に
と
っ
て
は

善
い
も
の
で
あ
る
。
う
つ
ろ
う
善
を
我
々
に
提
供
す
る
可
能
性
を
も
つ
の
は
、
神
以
外
の
一
切
の
被
造
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
被

造
物
と
関
わ
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
常
に
「
神
か
ら
の
離
反
（
⇔
く
Φ
『
ω
円
O
）
」
を
結
果
す
る
と
こ
ろ
の
「
う
つ
ろ
う
善
に
心
を
向
け
る
こ
と

（
8
ロ
く
①
誘
δ
と
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。
罪
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ
の
。
§
く
。
誘
δ
と
は
、
ド
イ
ツ
語
説
教
で
い
わ
れ
る
Φ
貫
竃
ω
。
冨
津
の
最

も
普
通
の
あ
り
方
で
あ
る
。

　
人
問
は
通
常
、
感
覚
、
分
別
力
、
記
憶
力
、
知
性
等
々
の
「
魂
の
諸
訳
」
（
唱
0
8
纂
冨
。
雪
冨
器
”
す
臥
什
①
ユ
興
ω
甦
。
）
を
通
し
て
自
己
の

外
に
あ
る
一
切
の
被
造
物
に
関
わ
り
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
内
に
様
々
な
心
象
、
表
象
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
界
の
事
物
を
認
識
す

る
。
人
間
が
自
己
の
内
面
に
向
か
う
揚
合
に
も
通
常
は
、
こ
の
表
象
的
把
捉
が
適
用
さ
れ
る
。
人
間
に
と
っ
て
生
得
的
と
も
い
え
る
こ
の

在
り
方
は
、
知
性
の
自
然
的
な
働
き
の
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
悪
で
も
な
け
れ
ば
罪
で
も
な
い
。
問
題
は
次
の
こ
と
に
あ
る
。
既

述
の
如
く
、
本
来
人
間
は
自
己
の
「
有
」
（
O
ω
ω
①
噂
1
＜
①
ω
O
コ
）
と
い
え
る
も
の
は
も
ち
得
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
魂
の
諸
力
を
媒
介
と
し
た
外
界

内
界
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
外
的
事
物
の
所
有
者
乃
至
支
配
者
と
し
て
、
ま
た
は
外
的
事
物
に
対
す
る
主
体
と
し
て
、
或
い
は
魂
の
諸
力

及
び
内
的
諸
表
象
の
所
有
者
に
し
て
統
宰
者
と
し
て
、
自
己
の
位
置
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
自
己
の
有
を
立
て
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

こ
の
よ
う
な
「
我
性
」
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
①
奮
霧
。
冨
津
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
自
己
の
有
が



　
　
打
ち
立
て
ら
れ
る
場
舎
に
は
、
こ
の
有
を
維
持
す
る
為
に
自
己
は
立
て
続
け
に
こ
の
仕
方
で
有
を
打
ち
立
て
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
、

　
　
こ
の
関
わ
り
の
中
に
更
に
入
り
込
ん
で
所
有
を
拡
げ
、
或
い
は
所
有
さ
れ
た
も
の
と
の
結
び
つ
き
を
更
に
深
め
る
と
い
う
悪
無
限
的
な
徳

　
　
環
に
入
り
込
み
、
人
間
の
自
己
は
こ
の
関
係
の
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
自
閉
的
自
執
的
状
況
に
陥
る
。
の
み
な
ら
ず
、
所
有

　
　
の
上
に
自
己
の
有
を
立
て
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
立
て
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
が
維
持
さ
れ
る
な
ら
、
所
有
さ
れ
た
も

　
　
の
に
逆
に
自
己
が
捉
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
必
ず
生
ず
る
。
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
「
私
が
被
造
物
を
（
心
に
）
所
有

　
　
す
る
」
な
ら
「
被
造
物
が
私
を
所
有
す
る
」
（
U
≦
H
”
b
。
お
”
囲
h
・
）
こ
と
を
免
れ
得
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
在
り
方
の
中
で
は
、
人

　
　
間
は
自
己
を
得
よ
う
と
し
て
却
っ
て
益
々
自
己
を
失
な
う
。
Φ
蒔
窪
ω
。
冨
津
に
支
配
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
在
り
方
が
何
故
に
罪
で
あ
る
か
と

　
　
い
え
ば
、
本
来
神
の
有
が
臨
在
し
て
い
る
揚
に
、
人
畜
が
自
己
の
有
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
有
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
か
ら
で

　
　
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
罪
と
は
如
何
な
る
罪
で
も
根
本
的
に
は
神
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
一
応
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、

　
　
神
に
対
す
る
罪
は
、
神
で
あ
る
と
共
に
人
で
あ
る
存
在
者
を
神
に
治
す
る
生
蟄
と
し
な
け
れ
ば
殖
わ
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
結
論
は
、
エ

　
　
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
出
て
来
な
い
。
人
魚
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
の
有
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
有
を
覆
い
隠
し
た
と
い
え

　
　
て
も
、
先
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
で
錫
ら
か
な
よ
う
に
、
神
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
的
な
有
は
元
々
無
い
も
の
で
あ
っ
て
、
神
の
有

　
　
が
覆
い
隠
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
し
、
ま
た
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
神
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
如
何
な
る
罪
も
神
に
対
し

　
　
て
犯
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
し
、
ま
た
決
し
て
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
「
汝
の
罪
」
（
℃
Φ
O
O
餌
け
㊤
　
轡
⊆
P
）
（
い
譲

　
　
固
く
噂
ω
㎝
伊
一
）
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
人
間
自
身
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
、
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
罪
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
神
の
臨
在

　
　
の
場
に
、
人
間
が
自
己
の
有
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
が
自
己
の
根
源
を
覆
い
隠
し
、
自
己
が
自
己
に
台
わ
れ
、
所
有
物
に
捉
わ

　
　
れ
る
と
い
う
不
自
由
は
、
人
間
自
ら
が
惹
き
起
す
の
で
あ
る
。
た
と
え
何
に
薄
し
て
或
い
は
誰
に
心
し
て
犯
さ
れ
た
罪
で
あ
ろ
う
と
も
、

　
　
こ
の
点
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
「
罪
は
、
本
来
的
に
は
た
だ
罪
を
犯
し
た
汝
だ
け
を
損
な
う
。
或
い
は
寧
ろ
、
少
な
く
と
も
先
ず
第

　
　
一
に
汝
を
損
い
、
他
の
誰
を
も
汝
以
上
に
は
損
わ
な
い
」
（
ド
ρ
慈
の
）
の
で
あ
る
。

733　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
欝
矯
斡
Φ
触
ご
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝
一
七
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一
二
八

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
き
、
罪
と
は
個
々
の
具
体
的
な
罪
を
指
す
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
魚
『
q
9
ω
。
医
事
に
支
配
さ
れ
た
人
間
の

在
り
方
そ
の
も
の
が
根
本
的
に
罪
で
あ
り
、
Φ
齢
①
拐
。
藤
津
が
一
切
の
罪
の
根
源
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
。
貫
睾
ω
。
冨
津
は
、
次
に
述
べ

る
よ
う
に
、
結
局
人
工
が
神
の
似
像
に
か
た
ど
っ
て
、
神
か
ら
創
り
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
幽
て
来
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
後
で

明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
例
え
ば
ヤ
コ
ブ
・
べ
…
メ
の
如
く
、
悪
の
可
能
性
の
根
拠
を
写
る
仕
方
で
神
の
中
に
見
出
す
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
な
い
。

　
人
間
の
似
像
性
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
前
節
で
述
べ
た
人
間
の
「
知
性
」
と
、
こ
の
節
の
冒
頭
で
触
れ
、
ま
た
続
篇
で
も

問
題
に
す
る
予
定
の
人
間
の
「
自
由
」
と
い
う
二
つ
の
事
柄
に
集
約
し
得
る
。
人
間
の
自
由
と
い
う
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
、
意

志
的
な
自
由
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て
も
意
志
的
自
由
は
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
と
大
き
く
違
っ
て
い
る
の
は
、
自
由
意
志
の
み
な
ら
ず
、
　
一
般
に
自
由
と
い
う
も
の
の
更
な
る
根
拠
を
認
め
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

自
由
を
規
定
す
る
根
拠
が
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
自
海
は
自
由
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
自
由
は
「
何
故
を
も
た
な
い
」
、
「
何
故
な
し
」

（
ぎ
の
聖
霊
ヨ
び
Φ
）
で
あ
る
（
続
篇
参
照
）
。
そ
れ
故
、
人
問
の
自
湊
意
志
は
、
「
自
由
そ
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
以
外
何
も
の
を
も

欲
し
な
い
よ
う
な
仕
方
で
自
由
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
」
。
（
U
≦
鍔
鴫
G
。
”
㌶
）

　
更
に
ま
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
「
自
由
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
神
の
み
が
（
人
間
の
）
魂
に
等
し
い
」
（
U
≦
H
口
窪
目
）
ほ
ど
の

人
間
の
自
由
は
、
単
に
意
志
に
覧
て
の
み
な
ら
ず
、
知
性
に
於
て
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
「
知
性
と
意
志
の
中
で
自
由
で
あ
る
」
。

（
U
≦
霞
噸
雛
b
。
”
㎝
）
周
知
の
よ
う
に
、
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
、
知
性
の
働
き
を
二
段
階
に
区
別
し
た
。
第
一
の
段
階
は
、

知
性
の
無
象
性
、
無
記
性
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
、
対
象
の
本
質
の
「
単
純
把
握
」
（
。
・
冨
艮
①
x
磐
鷲
Φ
冨
塁
δ
）
で
あ
り
、
こ
の
働
き
を
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
単
純
概
念
を
「
結
合
分
離
す
る
」
（
O
O
穏
P
O
O
”
①
騰
Φ
　
O
酵
　
α
陣
く
一
戯
O
戦
①
）
第
二
の
働
き
が
成
立
す
る
。
決
断
、

或
い
は
選
択
の
自
由
と
し
て
現
わ
れ
る
意
志
的
自
由
に
対
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
知
性
の
自
由
と
は
、
根
本
的
に
は
知
性
の
無
象

性
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
ま
た
結
合
分
離
の
自
由
も
出
て
く
る
。
知
性
の
無
象
性
の
故
に
、
知
性
は
前
章
で
述
べ
た
意
味
に
於
て



　
　
「
一
切
の
も
の
に
な
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
自
由
意
志
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
性
の
そ
の
よ
う
な
在
り
方
を

　
　
更
に
強
固
に
自
己
に
結
び
つ
け
得
る
。
が
逆
に
ま
た
、
意
志
的
自
由
の
決
断
を
発
端
と
隔
て
、
「
結
合
分
離
す
る
」
知
性
の
働
き
の
中
で

　
　
二
切
の
も
の
」
を
捨
て
、
知
性
の
元
の
無
象
性
に
向
か
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
鉱
。
q
雪
ω
。
冨
酔
に
関
し
て
先
ず
悶
題
と
な
る
の
は
同
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
の
方
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
知
性
は
可
能
態
に
あ
る
限
り
は
、
知
性
自
身
を
認
識
し
得
ず
、
現
実
態
に
於
て
初
め
て
自
己

　
　
を
認
識
す
る
。
と
こ
ろ
で
知
性
が
現
実
態
に
入
る
の
は
、
他
者
か
ら
可
知
的
形
相
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
相
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
於

　
　
て
の
み
で
あ
る
（
前
章
参
照
）
。
従
っ
て
、
人
閲
の
知
性
が
現
実
態
に
於
て
自
己
を
認
識
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
直
接
に
「
知
性
能
力
」

　
　
（
b
9
窪
梓
冨
一
斗
亀
①
9
署
9
）
と
し
て
の
自
己
自
身
を
認
識
す
る
の
で
は
な
く
て
、
他
者
を
認
識
す
る
と
い
う
知
性
の
働
き
の
中
で
、
そ
の
働

　
　
き
を
通
し
て
自
己
の
現
実
態
を
認
識
し
、
更
に
現
実
態
に
あ
る
自
己
の
認
識
を
通
し
て
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
可
能
態
と
し
て

　
　
の
自
己
自
身
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
人
間
知
性
の
自
己
認
識
が
成
立
す
る
為
に
は
、
必
ず
他
者
に
つ
い
て
の
認
識
を

　
　
必
要
と
す
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
自
己
内
部
の
諸
心
象
、
諸
表
象
の
主
体
と
し
て
、
の
み
な
ら
ず
そ
れ
ら
の
所
有
者
と
し
て
、
人
間
が

　
　
自
己
の
有
を
立
て
る
傾
向
性
は
、
以
上
述
べ
た
知
性
の
自
己
認
識
に
極
め
て
伴
い
や
す
い
現
象
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
①
欝
。
累
。
冨
津
は
人

　
　
間
に
殆
ど
本
性
的
な
傾
向
性
と
も
い
え
、
そ
れ
が
一
切
の
罪
の
根
源
で
あ
り
、
原
罪
で
あ
る
の
は
、
そ
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
人
問
は

　
　
魚
σ
q
魯
ω
。
冨
津
と
共
に
あ
る
限
り
罪
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
原
罪
か
ら
の
人
間
の
解
放
は
、
。
誓
器
。
冨
坤
か
ら
の
「
離
脱
」
（
菩
⑦
ぴ
q
⑦
。
。
。
冨
写

　
　
8
冨
搾
）
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
の
為
に
は
、
既
に
⑦
茜
魯
の
。
冨
博
の
支
配
の
只
中
に
あ
る
我
々
は
、
知
性
の
自
然
本
性
的
な
働
き

　
　
を
一
旦
停
止
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
働
き
を
惹
き
起
す
自
己
内
外
の
一
切
の
も
の
を
先
ず
一
旦
「
放
下
す
る
」
（
一
9
Φ
ロ
）
こ
と

　
　
で
あ
る
。
知
性
の
自
然
本
性
的
働
き
を
停
止
す
る
と
は
、
無
象
性
に
あ
る
知
性
の
可
能
態
性
に
知
性
を
引
き
戻
す
こ
と
と
も
い
え
る
が
、

　
　
そ
れ
が
人
間
に
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
が
知
性
の
自
失
と
な
ら
な
い
で
根
源
的
な
自
己
の
自
覚
に
転
じ
得
る
（
続
篇
参
照
）
と

　
　
い
う
こ
と
こ
そ
、
人
間
に
も
と
も
と
与
え
ら
れ
て
い
る
神
の
最
大
の
恩
寵
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
神
の
似
像
に
か
た
ど
っ
て
（
巴
冒
9
σ
q
ぎ
。
ヨ

　
　
α
。
一
）
、
自
由
な
、
知
性
的
存
在
者
と
し
て
創
ら
れ
た
人
間
が
、
そ
の
善
感
農
ぎ
。
ヨ
O
皿
た
る
こ
と
に
於
て
、
9
。
α
冒
超
ぎ
。
旨
密
博
の
誤

舗　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
鴫
ω
8
誌
償
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
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763　
　
用
を
否
定
し
て
、
冒
霞
。
α
Φ
圃
と
し
て
薪
生
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
「
何
故
に
神
は
人
と
な
り
給
う
た
か
。
私
が
同
じ
神
と
し
て
生
ま
れ
る
為
で
あ
る
。

　
　
一
切
の
被
造
的
事
物
と
死
別
す
る
為
で
あ
る
」
。
（
圃
）
≦
　
固
H
り
　
Q
o
心
層
　
｝
掩
。
）

一
三
〇

何
故
に
神
は
死
に
給
う
た
か
。
私
が
全
世
界
及
び

　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
よ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て
、
罪
と
罪
の
赦
し
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

　
人
間
が
罪
か
ら
救
わ
れ
る
と
は
、
。
罪
あ
る
存
在
の
ま
ま
赦
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
神
の
子
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
罪
な
き

存
在
に
変
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
と
い
う
も
の
か
ら
根
源
的
に
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、

次
に
述
べ
る
よ
う
に
「
神
は
有
に
し
て
善
で
あ
る
」
と
い
う
キ
リ
ス
L
教
神
学
の
根
本
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

　
人
間
が
①
お
魯
ω
。
冨
坤
か
ら
離
脱
す
る
と
は
、
神
の
有
を
覆
い
隠
す
よ
う
な
自
己
の
有
に
死
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
有
は
、

つ
ま
り
被
造
物
が
被
造
物
の
有
と
し
て
示
し
得
る
有
は
、
既
述
の
よ
う
に
有
論
的
に
は
本
来
無
い
も
の
で
あ
る
。
本
来
無
い
が
故
に
、
無

に
し
得
る
し
、
ま
た
無
に
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
神
の
子
と
な
っ
て
罪
が
赦
さ
れ
る
と
は
、
罪
の
根
源
も
罪
の
主
体
も
本
来
無
か
っ

た
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
罪
そ
の
も
の
も
な
か
っ
た
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
罪

あ
る
状
態
の
ま
ま
で
、
そ
れ
を
良
し
と
肯
定
す
る
傲
慢
に
陥
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
何
を
し
て
も
本
来
罪
は
な
い
の
だ
か
ら
と
い
う
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

坪
に
走
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
は
、
た
と
え
一
度
は
。
貫
曾
ω
。
冨
津
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
捨
て
た
も

の
を
振
り
返
り
」
、
再
び
色
σ
q
窪
ω
。
冨
津
に
捉
わ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
「
真
に
離
脱
し
た
人
」
と
は
、
離
脱
し
た

と
い
う
事
実
を
過
去
に
も
つ
（
σ
q
。
爵
Φ
p
趣
け
）
人
で
は
な
く
て
、
人
間
の
在
り
方
と
し
て
離
脱
以
外
に
あ
り
得
な
い
と
い
う
仕
方
で
、
離

脱
に
な
り
切
っ
て
い
る
（
σ
q
Φ
二
軍
N
①
ロ
　
一
ω
梓
）
人
で
あ
る
。
（
魯
U
芝
炉
8
ω
弘
律
）
罪
と
い
う
も
の
は
本
来
無
か
っ
た
の
だ
と
気
づ
く
こ
と
は
、

寧
ろ
、
本
来
無
い
も
の
を
有
る
か
の
如
く
有
ら
し
め
て
い
た
の
は
霞
分
以
外
の
何
者
で
も
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
大
輪
悔
を
伴
う
筈
で
あ

る
。
そ
の
繊
悔
が
救
い
に
転
じ
得
る
の
は
、
罪
の
無
に
気
づ
く
こ
と
が
、
罪
の
主
体
と
な
る
よ
う
な
自
己
の
無
性
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る



　
　
と
と
も
に
、
新
た
な
自
己
の
自
覚
－
復
活
一
に
他
な
ら
な
い
（
続
篇
参
照
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け

　
　
る
罪
の
問
題
は
、
悪
或
い
は
罪
の
有
論
的
な
無
性
が
、
そ
の
ま
ま
実
存
的
な
罪
の
否
定
、
罪
の
無
性
に
転
じ
得
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
最

　
　
大
の
特
色
を
有
す
る
。
こ
の
点
に
果
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
意
味
に
於
て
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
悪
と
無
と
い
う
こ
と

　
　
が
問
題
と
な
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
も
、
ま
た
近
世
の
神
秘
思
想
家
べ
ー
メ
と
も
異
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
周
知
の
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
終
生
苦
し
め
る
と
共
に
、
そ
の
思
索
を
絶
え
ず
刺
戟
し
続
け
た
の
は
、
「
自
ら
為
す
悪
」
と

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
し
て
の
人
間
の
罪
の
問
題
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
切
の
被
造
物
は
、
無
か
ら
神
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
為
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
「
完
全
に
有
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
完
全
に
有
ら
ぬ
訳
で
も
な
い
」
（
器
。
。
8
三
ぎ
Φ
ω
の
Φ
昌
8
。
霧
雪
呂
づ
8
①
ω
ω
①
）
、
謂
わ
ば
有
と
無
と

　
　
の
中
間
的
存
在
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
人
間
に
於
け
る
悪
の
可
能
性
の
根
拠
を
、
人
間
の
被
造
的
有
に
含
ま
れ
る
こ
の
無
性

　
　
の
中
に
見
る
。
無
と
は
有
の
否
定
で
あ
り
、
有
は
善
と
置
換
し
得
る
か
ら
、
無
と
は
善
の
否
定
、
つ
ま
り
悪
の
原
理
で
あ
る
。
言
い
換
え

　
　
れ
ば
、
一
切
の
被
造
物
は
無
か
ら
創
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
必
然
的
に
悪
の
原
理
、
即
ち
悪
の
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
可

　
　
能
性
に
現
実
化
の
根
拠
を
与
え
る
の
が
人
間
の
自
由
意
志
で
あ
る
。
人
間
は
自
ら
の
自
由
意
志
の
自
由
の
故
に
、
自
由
意
志
そ
れ
自
身
を

　
　
悪
し
く
使
用
し
得
る
。
こ
の
と
き
自
由
意
志
を
悪
し
き
方
向
に
、
即
ち
罪
に
規
定
す
る
の
は
、
人
間
の
「
傲
慢
」
（
ω
β
℃
Φ
「
び
一
P
）
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
、
人
間
が
謂
わ
ば
神
の
位
置
に
自
ら
を
置
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
間
の
自
己
完
結
的
自
己
中
心
的
な
在
り
方
の
中
で
、
自
由
を
も

　
　
含
め
た
自
己
の
一
切
の
根
源
が
神
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
「
思
い
上
が
り
」
で
あ
る
。
で
は
何
故
そ
の
よ
う
な
傲
慢
が
生
ず
る
か
と
い
え

　
　
ぽ
、
そ
れ
は
や
は
り
、
人
間
が
凹
無
か
ら
創
ら
れ
た
」
と
い
う
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
入
り
込
ん
で
い
る
無
、
即
ち
不
完
全
性
に
よ
る
。

　
　
従
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
被
造
性
に
由
来
す
る
無
の
故
に
、
罪
を
犯
し
得
る
可
能
性
を
も
つ
と
同
時

　
　
に
、
現
実
に
も
罪
に
陥
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
罪
は
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
根
ざ
し
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
を
免
れ

　
　
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
に
も
、
原
罪
の
問
題
か
ら
説
話
的
表
象
を
除
い
て
、
以
上
の
意
味
で
原
罪
を
捉
え
る

　
　
こ
と
も
で
き
る
。

773　
　
　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
B
団
馨
Φ
臨
ニ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
一
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二

　
原
罪
の
物
語
か
ら
説
話
的
表
象
を
除
い
て
、
罪
と
い
う
も
の
の
根
本
的
な
意
味
と
在
り
様
を
象
徴
す
る
問
題
と
し
て
考
え
る
捉
え
方
は
、

先
に
述
べ
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
人
間
の
自
由
は

意
志
に
曾
て
の
み
な
ら
ず
知
性
に
於
て
も
考
え
ら
れ
て
お
り
、
然
も
そ
れ
は
無
底
で
あ
る
。
こ
の
点
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
と
大
き
く
相
違
す
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
無
底
的
自
由
の
思
想
を
受
け
継
ぐ
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
べ
1
メ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
み
な
ら
ず
べ
ー
メ
と
も
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
被
造
物
に
於
け
る
無
性
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ

で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
揚
合
に
は
、
神
即
ち
有
に
よ
っ
て
無
か
ら
創
ら
れ
た
が
故
に
、
被
造
物
の
有
は
無
を
含
む
、
従
っ
て
悪

の
原
理
を
含
む
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
前
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
被
造
物
は
神
即
ち
有
に
よ
っ
て
、
無
即
ち
非
有
か
ら

創
ら
れ
た
が
故
に
、
被
造
物
は
被
造
物
自
身
の
有
を
も
た
な
い
。
「
有
を
も
た
な
い
も
の
は
無
で
あ
る
」
。
（
U
≦
H
”
＄
サ
。
。
し
絶
対
の
有
で

あ
る
神
に
よ
る
万
物
の
創
造
と
は
、
神
の
有
を
制
限
す
る
よ
う
な
無
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
神
は
そ
の
無
の
中
に
、
或
い
は
そ
の
無
を
基

体
と
し
て
、
何
か
を
創
り
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
神
の
絶
対
的
な
有
性
は
、
神
は
有
で
あ
り
、
有
は
神
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
が
故
に
、
何
か
が
無
即
ち
非
有
の
中
で
有
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
「
無
か
ら
の
被
造
」
と
は
、
非
有
の
状
態
か
ら
有
へ
と

呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
有
を
一
切
の
も
の
は
神
の
中
で
見
出
し
、
神
の
中
で
も
つ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
被
造
物
に
於
て
示

さ
れ
る
有
は
、
神
と
同
一
の
有
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
既
に
創
ら
れ
た
も
の
で
も
、
神
即
ち
有
の
外
で
は
「
純
粋
な
無
」
（
腰
重
石
臨
7
鐸

Φ
巨
葺
醇
三
暮
）
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
「
無
を
含
ん
だ
有
」
と
い
う
言
い
方
は
あ

り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
以
上
の
よ
う
な
問
題
連
関
の
最
も
根
本
に
あ
る
の
は
、
創
造
以
前
に
も
創
造
以
後
に
も
、
自
ら
の
内
に
も
外

に
も
、
凡
そ
無
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
決
し
て
あ
ら
し
め
な
い
と
こ
ろ
の
、
ま
た
自
ら
以
外
の
有
を
あ
ら
し
め
な
い
と
こ
ろ
の
神
の
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ

絶
対
性
で
あ
る
。
ト
マ
ス
の
場
合
と
同
様
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て
も
、
神
の
有
は
、
そ
の
形
而
上
学
の
全
体
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
著
作
の
上
で
は
、
有
そ
れ
自
体
と
い
う
問
題
は
背
後
に
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
ト
マ
ス
に
紺
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
舎
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に
は
、
神
の
有
が
ま
さ
に
神
の
有
で
あ
る
灰
以
の
、
有
の
絶
対
性
に
向
っ
て
追
求
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
、
有
そ
れ
自
体
と
い
う
題
問
が

顕
在
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
際
、
神
の
有
の
有
と
し
て
の
絶
対
性
に
向
っ
て
の
追
求
を
促
進
し
た
の
が
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

「
一
」
で
あ
る
こ
と
は
既
に
別
の
機
会
に
考
察
し
た
。
そ
の
「
一
」
は
、
人
間
に
於
け
る
被
造
的
有
の
否
定
（
即
ち
「
離
脱
」
）
に
よ
っ

て
、
ま
た
否
定
に
於
て
の
み
人
間
に
体
験
さ
れ
得
る
。
こ
の
宗
教
的
事
実
と
し
て
の
「
一
」
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
学
的
な
思
弁
を
も

二
」
に
向
っ
て
徹
底
せ
し
め
る
力
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
前
者
の
一
に
必
ず
伴
う
否
定
が
、
有
論
的
な
被
造
物
の
無
性
を
も
徹
底

せ
し
め
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
被
造
物
の
無
性
が
「
無
を
含
ん
だ
有
」
で
は
な
く
て
、
「
純
粋
な
無
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

人
間
が
罪
に
陥
る
と
は
、
そ
の
本
来
無
い
無
に
捉
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
、
「
地
獄
で
燃
え
て
い
る
の
は
無
で
あ
る
」

（一

j
く
『
　
一
り
　
Q
o
Q
o
り
　
り
鴎
．
）
と
言
う
と
き
、
そ
こ
に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
無
で
あ
る
が
故
に
、
「
（
人
間
の
意
志
が
）
た
と
え
ほ
ん
の
一
瞬
で
も
、
自
分
自
身
及
び
一
切
の
被
造
性
か
ら
脱
し
て
自
ら
の
最
初
の
根

源
に
戻
っ
て
来
た
な
ら
ば
、
こ
の
意
志
は
再
び
己
れ
の
真
正
に
し
て
自
由
な
在
り
方
の
中
に
立
つ
の
で
あ
り
、
自
由
で
あ
る
。
こ
の
一
瞬

間
に
於
て
、
失
わ
れ
た
時
の
一
切
は
取
り
返
し
が
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。
（
】
）
＜
『
　
同
層
Φ
劇
り
　
一
〇
鴇
●
）

　
「
悪
は
善
の
欠
如
で
あ
り
形
相
の
欠
如
で
あ
る
」
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
命
題
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
、
悪
は
非
有

で
あ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
命
題
に
転
換
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
悪
は
非
有
即
ち
無
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
、
中

世
有
論
に
於
て
絶
頂
に
達
し
た
神
の
有
の
有
と
し
て
の
絶
対
性
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
と
と
も
に
、
再
び
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
「
一
」

の
体
験
に
よ
っ
て
、
悪
の
有
論
的
な
無
性
を
人
間
が
自
ら
の
上
に
実
現
し
得
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
悪
の
無
性
を
実

証
し
、
悪
の
根
を
裁
断
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
悪
の
問
題
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
も
、
ま
た
或

る
仕
方
で
神
の
中
に
悪
の
可
能
性
の
根
拠
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
見
出
し
た
一
と
い
う
こ
と
は
悪
に
根
が
あ
る
こ
と
に
な
る
ー
ベ
ー

メ
と
も
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
く
ω
け
〇
二
¢
導

一
三
三
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し
か
し
な
が
ら
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
謂
わ
ば
初
め
か
ら
神
以
外
の
一
切
を
否
定
す
る
こ
と
が
饅
的
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

一
体
何
の
為
の
神
の
世
界
創
造
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
出
て
来
得
る
。
こ
の
問
い
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
受
肉
論
を
そ
の
全
き
相

に
於
て
、
即
ち
受
肉
を
キ
リ
ス
ト
に
看
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
間
に
も
起
り
得
る
出
来
事
と
し
て
見
て
ゆ
く
と
き
、
自
ら
明
ら
か
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
続
篇
に
続
け
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
註

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
関
し
て
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
と
略
記
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
略
記
の
次
の
、
初
め
の
数
宇
が
頁
を
、
後
の
数
字
が
行
を
表
わ
す
。

　
　
　
い
芝
固
ゆ
H
押
臼
．
H
＜
「
＜
詐
U
δ
冨
8
ぎ
お
9
0
鵠
≦
o
葵
①
’
ω
儀
．
圃
”
鍔
口
押
H
＜
》
＜
卿

　
　
　
U
譲
押
鍔
麟
押
く
u
U
δ
畠
①
9
ω
9
①
p
を
①
昏
ρ
し
d
盛
．
同
》
銅
目
賢
く
層
ω
ε
け
茜
響
け
δ
ら
Q
Φ
塗

　
　
　
ρ
1
1
闘
．
ρ
ε
簿
…
ヨ
。
置
ε
『
悶
巳
（
7
鍵
ρ
U
Φ
呉
ω
魯
。
勺
雨
露
σ
q
8
昌
信
⇔
偶
6
聴
巴
容
簿
ρ
］
≦
q
暑
冨
P
日
異
り
．

ま
た
ト
マ
ス
に
関
し
て
は
、
寓
拶
ユ
①
葺
版
か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
つ
い
て
は
、
蜜
面
P
Φ
版
か
ら
引
用
し
た
。

（
1
）
拙
論
「
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
中
世
ド
イ
ツ
神
秘
思
想
に
於
け
る
『
こ
の
問
題
」
（
京
都
宗
教
哲
学
中
編
「
宗
教
哲
学
研
究
」
第
五
号
、
一
九

　
　
八
八
年
、
六
〇
1
七
七
頁
）
・
参
昭
酬
。

（
2
）
　
山
田
晶
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
講
謡
」
（
東
京
、
薪
地
書
房
、
一
九
八
六
年
）
一
〇
九
頁
。

（
3
）
　
神
秘
思
想
に
於
け
る
普
遍
性
の
問
題
は
、
黒
谷
啓
治
「
今
田
に
お
け
る
神
秘
主
義
研
究
の
意
義
」
（
上
田
閑
照
葉
『
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
研
究
』
、

　
　
東
京
、
創
文
祉
、
一
九
八
二
年
、
雀
－
二
五
頁
所
載
）
の
一
三
一
一
四
頁
参
照
。

（
4
）
　
8
ぎ
ヨ
器
…
Q
Q
郎
幹
窪
8
門
H
ρ
．
ω
b
。
螂
野
H
．

（
5
）
　
山
田
晶
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
レ
ス
》
研
究
』
（
東
京
、
平
文
社
、

（
6
）
　
9
↓
ぎ
ヨ
9
・
の
…
o
Q
鴬
謬
昏
8
ピ
剛
∵
H
押
ρ
卜
σ
噂
p
・
．
Q
。
．

（
7
）
　
通
常
、
β
本
の
中
世
哲
学
研
究
の
領
域
で
は
、
霧
の
。
は
「
存
在
」
、
o
携

　
　
「
有
る
も
の
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
る
。
理
由
は
、
拙
論
「
マ
イ
ス
タ
ー
・

一
九
八
六
年
）
　
八
四
四
－
七
百
ハ
参
昭
…
。

は
「
有
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
筆
者
は
窃
器
に
「
有
」
、
⑦
器
に
は

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
形
而
上
学
と
神
秘
思
想
ー
エ
ッ
ク
ハ
ル
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ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
を
め
ぐ
っ
て
i
」
（
霞
本
宗
教
学
会
編
「
宗
教
研
究
」
二
六
六
号
、
昭
和
六
十
年
、
七
九
－
一
〇
六
頁
所
載
）
の
註
（
1
）

　
　
参
照
。

（
8
）
　
ヴ
ア
ッ
カ
！
ツ
ァ
ッ
プ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
通
常
は
、
「
神
な
く
し
て
は
何
も
生
じ
な
か
っ
た
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
．
．
（
o
二
二
鋤
℃
Φ
ユ
。
鈴
き

　
　
貯
。
欝
。
α
¢
p
戸
車
）
ω
貯
Φ
帯
。
。
o
猷
0
9
導
①
鴇
p
ジ
目
、
、
（
ヨ
ハ
ネ
伝
、
　
一
i
三
）
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
「
神
な
く
し
て
は
生
じ
た
も
の
で
も
無
で

　
　
あ
る
」
と
読
み
か
え
る
の
で
あ
る
。
。
h
串
≦
8
ざ
山
田
宰
U
興
閏
陣
島
町
ε
。
竃
且
ω
口
頭
国
費
匿
誹
ω
曽
¢
h
銭
。
Φ
諺
8
昌
嘗
ぎ
ω
o
℃
三
ω
。
冨
”
ω
。
穿
漆
象

　
　
匹
Φ
。
陰
乙
ざ
笹
ロ
ω
＜
o
コ
閑
器
ω
．
竃
館
昌
ω
叶
臼
＼
≦
⑦
。
。
興
6
爵
℃
o
ワ
リ
翫
矯
辱

（
9
）
註
（
1
）
既
出
の
拙
論
、
六
六
－
六
七
頁
、
七
ニ
ー
七
三
頁
参
照
。

（
1
0
）
心
詳
細
は
註
（
7
）
既
出
の
拙
論
参
照
。

（
1
1
）
　
o
h
．
9
閑
o
o
汀
N
霞
》
p
巴
。
σ
q
冨
一
Φ
ξ
o
寓
9
ω
8
同
国
舞
ず
舘
黄
一
鐸
”
函
δ
貯
o
o
Q
o
登
臨
Φ
日
切
9
角
角
。
日
鋤
お
刈
b
∂
》
ω
・
◇
。
課
塗

（
1
2
）
’
o
や
↓
ず
。
ヨ
器
…
ω
環
ヨ
．
昏
8
ピ
同
●
ρ
●
一
♂
p
。
●
♂
ρ

（
1
3
）
　
9
・
b
d
」
≦
o
冨
尻
。
汀
鼠
Φ
陣
馨
。
『
閃
。
匿
び
霞
ρ
＞
p
巴
。
σ
q
δ
”
¢
μ
一
〈
o
首
回
簿
螺
ロ
q
田
5
び
。
昼
団
p
ヨ
び
信
お
お
Q
。
ω
℃
ω
．
観
塗

（
1
4
）
、
（
1
5
）
　
o
h
．
↓
ぎ
ヨ
器
…
ω
償
日
●
誓
8
ド
H
「
ρ
．
G
。
伊
負
・
．
b
∂
”
o
α
・
ω
・

（
1
6
）
　
汀
。
翁
⊃
．
一
●

（
1
7
）
　
o
や
〉
誌
警
9
9
Φ
ω
…
∪
①
四
巴
ヨ
鋤
昌
押
ρ
ρ
蒔
Q
。
O
P
μ
駆
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ

（
1
8
）
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
、
神
の
有
と
知
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
註
（
7
）
既
出
拙
論
一
〇
一
i
一
〇
二
頁
参
照
。

（
1
9
）
　
註
（
1
4
）
参
照
。

（
2
0
）
　
↓
ぎ
B
器
…
ω
ロ
ヨ
．
夢
8
ド
H
ρ
・
も
o
ρ
P
野
ρ

（
2
1
）
、
（
2
2
）
　
例
え
ば
、
山
田
晶
、
註
（
5
）
既
出
書
八
四
九
－
八
五
三
頁
参
照
。

（
2
3
）
　
中
高
ド
イ
ツ
語
の
。
陣
σ
q
①
器
。
冨
陣
は
現
代
語
の
蛍
o
q
窪
ω
o
冨
津
と
は
意
味
が
異
な
り
、
仮
り
に
「
我
性
」
と
訳
し
た
場
合
も
あ
る
が
、
　
目
語
を

　
　
以
て
醸
本
語
に
訳
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
、
U
乏
一
ト
。
9
＞
口
β
ド
参
照
。
ま
た
、
上
田
日
照
、

　
　
「
『
神
の
子
の
誕
生
』
と
『
神
性
へ
の
突
破
』
」
（
註
（
3
）
既
出
書
一
〇
七
－
二
三
二
頁
所
載
）
一
四
七
－
八
頁
参
照
。

　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
受
肉
の
ヨ
く
ω
審
『
冨
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
五
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第
五
百
五
十
六
号

一
三
六

（
2
4
）
鉢
≧
圃
貫
M
■
Ω
9
9
お
O
。
。
曽
b
。
Φ
l
b
。
。
。
．
↓
ぎ
ヨ
器
二
昌
勺
Φ
誌
冨
弓
ヨ
．
五
一
讐
。
。
噂
戸
b
。
μ

（
2
5
）
舞
↓
ぎ
ヨ
謎
ω
q
き
昏
8
ド
H
．
タ
。
。
メ
p
・
」
噂
ρ

（
2
6
）
興
》
護
¢
ω
薮
器
…
U
ω
ぎ
醇
。
鉾
び
葺
ご
H
℃
P
9

（
2
7
）
〉
護
彦
晋
器
脚
0
。
託
Φ
路
。
p
。
ω
＜
肖
ρ
罫
鋒
H
メ

（
2
8
）
　
註
（
1
）
既
出
拙
論
参
照
。

（
2
9
）
　
例
え
ば
、
｝
豊
島
2
…
U
器
≦
鉱
ρ
紆
。
匪
軽
羅
仙
詠
ω
二
ω
Φ
響
け
．
．
げ
。
壇
護
。
馨
①
η
閉
鼻
冨
3
営
≧
〒
国
一
喜
。
淳
び
㌍
＜
。
p
P
霧
導
ざ
罫

　
　
ω
ε
け
茜
弩
け
這
。
。
伊
9
一
。
。
頓
で
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

（
3
0
）
拙
論
「
マ
イ
ス
タ
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simples　ne　peavent　pas　Gtre　les　elements　constitutifs　de　1’existence，

Descartes　a　besoin　de　la　regle　gen6rale　de　1’evidence．　A　ce　moment－la，’

la　faculte　de　jugement　commence　a　passer　de　1’entendement　a　la

volon重6．

　　　　Das　Mysterium　der　lnkarnation　bei　Meister　Eckhart

　　　　　　　　　　　　　Der　Weg　zum　Mysterium　der　Trinitat

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　KikukoYoshida

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dozent　der　Philosophie，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H6sei　Univ．：　Tokyo

　　Der　EiRigung　des　Menschen　mit　Gott，　die　das　KernstUck　christlicher

Mystik　bildet，　liegt　die　Einheit　Gottes　zugrunde．　Diese　Einheit　hat

bekanntlich　eine　enge　Verwandtschaft　mit　der　Einheit　des　neuplatoni－

schen　Einen　（rb　E’v）．　Das　neuplatonische　Eine　ist　jedoch　jenselts　des

Geistes　（vovAs），　der　iR　gewissem　Sinne　eine　trinitarische　Struktur　hat；

es　ist　daher　die　Verneinung　von　Differenz　und　Relationalitat．　Dagegen

ist　die　g6ttliche　Einheit　im　Christentum　als　Einheit　von　der　Dreiheit，

d．　h．　von　der　Differenz　und　Relationalitat，　nicht　zu　trennen．　Diese

belden　sich　diametral　entgegenstehenden　Auffassungen　der　Einhelt

fUhren　zu　der　grundsatzlichen　Frage　nach　der’ rtellung　der　Trinitat　in

der　christlichen　Mystik．　Diese　problematische　Situation　finden　wir　sehr

deutlich　bei　dem　mittelalteriichen　Mystiker　und　Dominikaner　Meister

Eckhart，　der　sowohl　in　seinen　theologischen　lateinischen　Werken　als

auch　in　seinen　mystischen　deutschen　Predigten　einerseits　die　Einheit

stets　zu　dem　einen　groBen　Therna　macht　（in　den　deutschen　Predi－

gten　greift　er　dafilr　sogar　zu　dem　Ausdruck　des　．Durchbruchs　zu
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den　g6ttlichen　Personen“），　anderseits　die　g6ttliche　Dreihelt　itberhaupt

nicht　verneint，　sondern　des6fteren　die　Dreieinlgkeit　Gottes　thematisiert．

Der　Ansatzpunkt　fUr　diese　Problernatik　ist　in　der　flir　das　Christentum

grundsatzlichen　Voraussetzung　zu　suchen，　daB　zum　Mysterium　der

Trinit2t　nur　durch　das　Mysterium　Christi　zu　gelangen　ist．　Aus　diesen

Grifnden　wird　in　der　vor］iegenden　Arbeit　zunachst　mlt　der　Er6rterung

des　Mysteriums　der　lnkarnation　im　Falle　Meister　Eckharts　begonnen，

um　Uber　das　Problem　der　Trinitat　ln　der　christlichen　Mystik　nachzu－

denken．　Die　lnkarnation　bedeutet　nach　traditioneller　christlicher　Auffas－

sung　die　Stthne　der　menschlichen　Sifnden．　Bei　Eckhart　verhalt　sich　das

aber　ganz　anders，　was　in’　seiner　aus　mittelalterlich－christlicher　Onto－

logie　stammenden　Auffassung　des　Menschen　seinen　Grund　hat．　Diese

wird　unter　den　Themen　behandelt：　Sch6pfungslehre，　Analoglele－hre　und

Lehre　des　imago　dei　bei　Eckhart　（Kap．　1）．　Dann：　was　ist，　und　welche

Bedeutung　hat　die　lnkarnation　Christi　und　wie　ist　das　Problem　der

ErbsUnde　bei　Eckhart　zu　verstehen　（Kap．　2）？

　　Dle　lnkarnation　Christi　ist　bei　Eckhart　das　Zeugnis　dafUr，　daB　auch

wir　Menschen　in　einer　Weise　an　uns　selbst　die　lnkarnation　erfahren

kbnneh．　Wir　erfassen　daher　die　Bedeutung　der　lnkarnation　im　Horizont

des　Eckhartschen　Denkens　erst　dann　voll，　wenn　wir　einsehen，　was

unter　der　an　uns　selbst　zu　erfahrenden　lnkarnation　zu　verstehen　ist，

die　wir　bereits　in　einer　frifheren　Ver6ffentlichung　zu　entfalten　suchten．
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