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キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語

芦
名
定
道

は
じ
め
に

　
信
仰
と
は
何
か
。
こ
の
問
題
は
宗
教
研
究
の
中
心
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
観
点
か
ら
し
か
も
多
様
な
方
法
を
用
い
て

研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
的
信
仰
と
日
常
的
な
信
頼
や
信
念
と
の
関
連
（
宗
教
性
と
日
常
性
と
の
関
係
）
を
ど
う
捉

え
る
か
「
つ
を
と
っ
て
も
、
決
し
て
十
分
な
解
明
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
限
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
か
な
ど
の
基
本
的
な
点
に
関
し
て
研
究
者
の
問
で
愈
愈
が
大
き
く
分
か
れ
て
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い
る
。
こ
の
信
仰
と
い
う
難
問
を
論
じ
る
場
合
、
ま
ず
信
仰
の
具
体
的
内
容
に
力
点
を
お
く
信
仰
論
と
、
信
仰
の
形
式
や
構
造
に
力
点
を
お

く
信
仰
論
と
を
区
別
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
つ
い
て
は
キ
リ
ス
ト

論
や
三
位
一
体
論
と
い
っ
た
信
仰
箇
条
の
内
容
を
テ
ー
マ
と
し
て
議
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
他
方
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

と
は
ど
の
よ
う
な
動
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
成
立
す
る
の
か
、
そ
の
基
本
構
造
は
何
か
と
い
っ
た
問
題
設
定
も
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
二
つ
の
信
仰
論
は
本
来
相
互
に
補
完
的
で
あ
り
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
関
係
で
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
も
の
の
、
問
題
設
定
を
明
確
化
す

る
に
は
や
は
り
こ
の
信
仰
に
関
す
る
内
容
と
形
式
の
区
別
は
有
効
で
あ
り
、
本
論
文
で
は
後
者
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
生
成
発
展
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
、
つ
ま
り
信
仰
の
形
式
面
に
問
題
を
し
ぼ
っ
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。



　
以
下
、
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
信
仰
論
の
問
題
状
況
を
整
理
し
、
続
い
て
信
仰
論
を
言
語
（
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
）
の
問
題

と
し
て
論
じ
る
視
点
を
提
示
し
た
い
。
次
に
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
お
け
る
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う
議
論
を
行
う
際
に
問
題
と
な

る
聖
書
学
と
の
関
係
を
論
じ
た
上
で
、
こ
う
し
た
信
仰
論
の
妥
当
性
を
具
体
的
な
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
過
程
を
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
結
え
で
あ
る
。

一
　
信
仰
論
の
状
況

　
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
生
成
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
あ
る
い
は
そ
の
構
造
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ヘ
ア
ブ
ロ
ー
チ
す
る
仕
方
に
は
様
々
な
も
の

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
従
っ
て
伝
統
的
な
信
仰
論
を
三
つ
の
タ
イ
プ
に
整
理
す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
る
こ
と
に
し

（
2
）

た
い
。

　
第
一
の
タ
イ
プ
は
信
仰
を
命
題
化
可
能
な
知
識
あ
る
い
は
認
識
の
問
題
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
例
え
ば
、
命
題
化
し
て
表
現
さ
れ
た
信

仰
告
白
文
書
の
内
容
を
理
解
し
そ
の
知
識
に
基
づ
い
て
信
仰
が
成
立
す
る
と
い
っ
た
議
論
が
そ
の
実
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
信
仰
対
象
で

あ
る
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
一
定
の
知
識
な
し
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
成
立
し
得
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
タ
イ
プ
の
信
仰
論
は
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
を
お
さ
え
た
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、
認
識
と
い
う
点
か
ら
宗
教
的
信
仰
を
捉
え
る
場
合
、
日

常
的
あ
る
い
は
科
学
的
な
感
覚
的
経
験
に
基
づ
き
客
観
的
に
検
証
あ
る
い
は
反
証
可
能
な
タ
イ
プ
の
知
識
と
信
仰
と
を
区
別
し
、
し
か
も
信

仰
を
確
実
度
の
低
い
主
観
的
な
知
識
で
あ
る
と
す
る
議
論
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
こ
の
議
論
を
単
純
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か

　
　
　
　
（
3
）

は
別
に
し
て
も
、
注
目
す
べ
き
は
こ
こ
か
ら
第
二
の
タ
イ
プ
の
信
仰
論
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
確
実
性
の
低
い
知
識
は
教
会

や
伝
統
と
い
っ
た
権
威
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
そ
れ
へ
の
同
意
と
し
て
の
み
可
能
に
な
る
、
あ
る
い
は
確
実
性
の
低
さ
は
信
仰
者
が
主
体

的
決
断
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
確
か
に
、
知
識
の
蓄
積
が
自
動
的
に
信
仰
を
生
み
出
す
と
は
限

ら
な
い
こ
と
は
、
宗
教
学
の
実
証
的
デ
ー
タ
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
信
仰
と
は
不
確
実
な
知
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識
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
行
わ
れ
る
主
体
的
決
断
で
あ
っ
て
、
信
仰
は
そ
の
点
で
論
理
的
に
は
一
種
の
飛
躍
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
知
識

の
事
柄
と
い
う
よ
り
も
意
志
決
定
の
事
柄
で
あ
る
と
雷
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
の
決
断
を
可
能
に
す
る
も
の
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
決
断
に
先
立
っ
て
、
信
仰
者
は
ま
ず
そ
の
信
仰
対
象
と
の
何
ら
か
の
経
験
的
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
意
志
決
定
に
先
行
す
る
信
仰
対
象
と
の
関
わ
り
（
宗
教
経
験
）
に
対
し
て
、
「
感
情
」
と
い
う
表
現
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
オ
ッ
ト
ー
の
雷
う
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
の
経
験
に
お
け
る
畏
怖
や
歓
喜
は
こ
の
認
識
や
意
志
に
先
行
し
た
信
仰
対
象
と
の

感
情
的
な
交
流
を
指
し
示
し
て
い
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
き
た
「
絶
対
依
存
の
感
情
」
と
い
う

信
仰
概
念
も
、
理
論
理
性
で
あ
れ
実
践
理
性
で
あ
れ
信
仰
は
合
理
性
の
問
題
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
信
仰
を
強
烈
な
感
情
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を
喚
起
す
る
関
係
性
と
し
て
と
ら
え
る
点
で
第
三
の
タ
イ
プ
の
信
仰
論
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と

き
、
信
仰
と
は
結
局
、
認
識
、
意
志
、
感
情
の
三
つ
の
要
素
を
包
括
し
た
人
間
存
在
の
全
体
的
在
り
方
の
、
あ
る
い
は
全
人
格
性
の
事
柄
で

あ
り
、
三
つ
の
要
素
の
い
ず
れ
か
の
み
に
還
元
し
て
信
仰
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
還
元
主
義
的
信
仰
論
に
よ
っ
て
は
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

は
誤
解
さ
れ
歪
曲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
（
主
知
主
義
的
歪
曲
、
主
意
主
義
的
歪
曲
、
情
緒
主
義
的
歪
曲
）
。

　
以
上
よ
り
、
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
認
識
、
意
志
、
感
情
の
三
者
を
統
合
的
に
扱
い
う
る
視
点
が
必
要
と
な
る
わ

け
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
こ
れ
に
対
し
て
提
出
す
る
の
は
「
究
極
的
関
心
」
（
¢
一
け
酌
ヨ
P
け
①
　
O
O
禺
O
Φ
「
コ
）
と
い
う
信
仰
概
念
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
こ
の
究
極
的
関
心
と
し
て
の
信
仰
と
い
う
議
論
の
典
型
例
と
し
て
引
用
す
る
の
は
、
「
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思

い
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
」
（
マ
ル
コ
＝
π
三
〇
）
と
い
う
旧
約
と
新
約
に
共
通
し
た
有
名

な
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
中
に
「
究
極
的
関
心
」
の
構
造
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
は
困
難
で
は
な
い
。

　
日
本
語
訳
聖
書
（
新
共
同
訳
）
で
心
、
精
神
、
思
い
、
力
と
そ
れ
ぞ
れ
訳
さ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
語
は
カ
ル
デ
ィ
ア
、
プ
シ
ュ
ケ
ー
、
デ

ィ
ア
ノ
イ
ア
、
イ
ス
キ
ュ
ー
ス
で
あ
り
、
英
訳
で
は
冨
胃
ρ
ω
○
¢
r
∋
ぎ
P
ω
霞
①
轟
ひ
q
夢
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
語
訳
で
は
頃
①
誕
①
ジ
ω
①
色
や
U
①
爵
窪

（
○
α
興
O
①
ヨ
量
目
閑
感
津
と
い
っ
た
訳
語
が
当
て
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
四
つ
の
語
句
の
関
係
は
い
ず
れ
の
近
代
語
訳
で
も
明
瞭
で
は
な
い
。



し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
語
自
体
か
ら
判
断
し
て
、
カ
ル
デ
ィ
ア
（
心
）
は
精
神
的
な
諸
機
能
の
中
心
点
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
統
合
機
能
を
、
プ

シ
ュ
ケ
ー
（
精
神
）
は
生
命
原
理
と
し
て
の
魂
を
、
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
（
思
い
）
は
認
識
機
能
を
、
そ
し
て
イ
ス
キ
ュ
ー
ス
（
力
）
は
精
神
的
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意
志
的
な
力
を
意
味
し
て
い
る
と
判
断
し
て
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
や
図
式
的
な
議
論
に
な
る
が
、
結
局
こ
の
マ
ル
コ
福
音
書
の
言
葉

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
信
仰
は
精
神
、
思
い
、
力
、
す
な
わ
ち
感
情
、
知
識
、
意
志
と
い
う
三
つ
の
諸
機
能
が
心
に
お
い
て
統
合
さ
れ
る
と
こ

ろ
に
成
立
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
が
究
極
的
関
心
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、
「
関
心
」
と
い
う
用
語
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
信
仰
が
知
情
意
と
い
う
人
間
存
在
の
基
本
的
な
諸
機
能
を
統
合
し
た
全
人
毒
性
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
入
間
存
在
の

存
在
論
（
基
礎
的
存
在
論
）
の
問
題
領
域
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
宗
教
的
信
仰
と
日
常
性
と
の
差
異
は

「
究
極
的
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
言
う
「
究
極
的
関
心
」
と
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
全
体
論
的
構
造
を
表
現
す
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
用
語
で
あ
り
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
論
ず
べ
き
問
題
も
多
々
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
、
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
論
じ
る
た
め
に
「
生
の
形
態
化
』
あ
る
い
は
「
自

己
」
の
問
題
へ
と
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
こ
こ
で
言
う
「
生
湿
と
は
、
人
生
、
生
活
、
生
命
と
い
っ
た
も
の
を
包
括
し
た
人

間
に
固
有
な
全
体
的
在
り
方
を
意
味
し
て
お
り
、
「
生
の
形
態
化
」
と
は
こ
の
意
味
に
お
け
る
生
が
そ
の
自
己
同
一
性
を
問
い
う
る
よ
う
な

明
確
な
形
（
統
合
性
）
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
信
仰
と
は
そ
の
人
の
自
己
同
一
性
を
規
定
す
る
生
き
方
の
金
詰
的

な
ス
タ
イ
ル
に
他
な
ら
な
い
。
信
仰
を
人
間
存
在
の
諸
機
能
の
統
合
で
あ
る
生
の
形
態
化
と
し
て
、
あ
る
い
は
既
存
の
生
の
形
態
の
転
換
と

し
て
論
じ
る
と
い
う
信
仰
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
あ
る
い
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ど
の
議
論
を
参
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
問
題
へ
と
信
仰
論
を
展
開
す
る
こ
と
を
試
み

　
　
（
7
）

て
み
た
い
。

　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
死
に
儲
る
病
』
の
冒
頭
で
自
己
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
「
人
間
は
精
神
で
あ
る
。
精
神
と

は
何
で
あ
る
か
。
精
神
と
は
自
己
で
あ
る
。
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
。
自
己
と
は
自
己
自
身
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
関
係
で
あ
る
。
…
…
自
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己
自
身
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
そ
の
よ
う
な
関
係
、
す
な
わ
ち
自
己
は
自
分
で
措
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
他
者
に
よ
っ
て
措
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
邑
。
こ
の
有
名
な
自
己
の
定
義
に
関
し
て
は
、
人
間
存
在
を
自
己
関
係

（
自
己
参
照
性
）
に
お
い
て
成
立
す
る
関
係
存
在
（
関
係
性
で
あ
る
自
己
に
関
係
す
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
存
立
す
る
関
係
存
在
↓
多
重

性
と
し
て
の
自
己
の
生
成
）
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
な
ど
興
味
深
い
問
題
点
が
指
摘
で
き
る
が
、
信
仰
と
の
関
わ
り
で
問
題
と
な
る
の
は
、

む
し
ろ
引
用
の
後
半
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
係
存
在
と
し
て
の
人
間
存
在
は
自
己
原
因
的
で
自
「
ロ
充
足
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
自
ら

の
う
ち
に
存
在
根
拠
を
有
し
な
い
他
者
依
存
的
存
在
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
二
者
択
～
性
で
あ
る
。
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
自
身
の
見
解
は
『
死
に
至
る
三
輪
の
こ
の
箇
所
以
降
の
議
論
が
完
全
に
他
者
依
存
性
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、

問
題
は
信
仰
が
自
己
の
問
題
、
そ
し
て
自
己
と
そ
の
存
在
根
拠
と
の
関
わ
り
の
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
信
仰
は
教
義
の

理
解
と
か
、
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
の
歴
史
的
事
実
性
の
認
識
と
か
の
問
題
で
あ
る
に
先
だ
っ
て
、
自
己
と
そ
の
存
在
根
拠
と
の
関
係
性
の
問

い
と
し
て
、
し
か
も
こ
の
関
係
性
を
組
み
込
ん
だ
関
係
存
在
と
し
て
の
自
己
の
存
在
形
態
（
生
の
形
態
化
）
の
問
い
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
罪
が
「
神
の
前
で
、
あ
る
い
は
神
の
観
念
を
抱
き
つ
つ
、
絶
望
的
に
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
こ

と
、
な
い
し
は
絶
望
的
に
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
こ
と
」
（
ミ
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
自
己
が
自
己
自
身
に
関
係
し
そ
し
て
自
己

自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に
際
し
て
、
自
己
は
自
己
を
措
定
し
た
力
の
な
か
に
透
明
に
置
か
れ
て
い
る
」
（
一
ω
一
）
こ
と
と
し
て
信
仰
は
定
義

さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
論
は
先
の
類
型
で
「
蕎
え
ば
、
信
仰
を
意
志
決
定
の
決
断
の
事
柄
と
す
る
第
二
の
類
型
の
代
表

と
解
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
…
引
用
文
に
お
け
る
「
欲
す
る
偏
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
一
。
し
か
し
、
自
己
論

と
の
連
関
で
見
る
と
き
、
そ
れ
は
主
意
主
義
的
な
信
仰
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
信
仰
を
全
人
格
的
な
関
係
性
、
人
間
存
在
の
在
り
方
と
し
て
論

じ
る
方
向
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
が
そ
の
存
在
根
拠
で
あ
る
他
者
す
な
わ
ち
神
と
の
正
し
い
関
わ

り
を
失
う
と
き
、
自
己
は
死
に
至
る
病
で
あ
る
絶
望
に
陥
る
こ
と
に
な
る
（
絶
望
は
罪
で
あ
る
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
信
仰
と
は
こ
の
自
己

が
神
と
の
正
し
い
関
係
性
に
あ
る
こ
と
、
厳
密
に
雷
え
ば
自
己
充
足
的
で
自
己
中
心
的
な
在
り
方
か
ら
神
（
自
己
の
存
在
根
拠
で
あ
る
他



者
）
へ
と
心
・
意
志
の
方
向
を
転
換
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
神
と
の
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
信
仰

と
は
自
己
の
志
向
性
が
日
常
的
な
在
り
方
（
罪
）
か
ら
神
（
自
己
の
存
在
根
拠
）
へ
と
転
換
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

は
こ
の
転
換
が
生
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

二
　
信
仰
論
か
ら
言
語
論
へ

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
知
識
、
意
志
、
感
情
を
統
合
し
た
金
人
格
性
あ
る
い
は
自
己
の
存
在
様
態
（
生
の
形
態
）

の
問
題
と
し
て
、
し
か
も
日
常
的
な
自
己
の
在
り
方
か
ら
の
転
換
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
次
に
問
わ
れ
る
べ

き
問
題
は
、
こ
の
自
己
の
存
在
の
転
換
あ
る
い
は
生
の
形
態
化
が
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
で
現
実
化
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問

題
を
具
体
的
に
論
じ
る
た
め
に
、
本
論
文
で
は
信
仰
論
を
雷
語
論
へ
と
展
開
す
る
と
い
う
方
向
性
を
選
択
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
言
語
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
議
論
は
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
目
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
い
も
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
関
連
で
問
わ
れ
る
べ
き
宗
教
雷
語
論
の
問
題
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
宗
教

言
語
論
に
お
け
る
「
テ
キ
ス
ト
の
読
解
」
と
い
う
点
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
聖

書
テ
キ
ス
ト
を
正
典
と
す
る
宗
教
で
あ
り
、
聖
書
を
読
む
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
成
立
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
が
容

易
に
想
像
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
を
本
質
的
構
成
要
素
と
し
て
成
立
し
、
信
仰
者
は
聖
書
テ
キ

ス
ト
を
通
し
て
神
の
雷
葉
を
聞
き
、
神
と
の
関
わ
り
合
い
に
入
る
、
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
独
自
性
や
特
微
を
理
解
す
る
に
は
、

宗
教
言
語
の
問
題
と
の
連
関
で
信
仰
を
論
じ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
の
作
業
と
な
る
。

　
で
は
、
信
仰
論
と
言
語
の
問
題
は
実
際
ど
の
よ
う
な
連
関
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
我
々
は
信
仰
を
生
の
形
態
化
と
し
て
捉

え
た
が
、
こ
の
「
形
態
」
が
ま
さ
に
信
仰
と
言
語
を
繋
ぐ
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
再
度
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
信
仰
と
言
語
を
媒
介
す
る
形
態
の
位
置
づ
け
を
、
信
仰
と
形
態
、
形
態
と
言
語
に
わ
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
信
仰
の
問
題
一
近
代
世
界
に
お
い
て
真
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
な
ど
一
は

そ
の
全
著
作
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
の
全
体
像
を
解
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
『
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
』
に
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

論
を
限
定
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
「
キ
リ
ス
ト
教
は
教
説
（
口
O
O
θ
『
一
昌
Φ
）
で
は
な
い
」
（
一
8
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
信
仰
論
の
中
心
的
主
張
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
核
心
が
知
識
や
認
識
の
問
題
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
か

ら
、
「
人
は
歴
史
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
何
ら
か
の
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
否
。
な
ぜ
そ
う
で
な
い
の
か
。

な
ぜ
な
ら
、
人
は
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
何
に
も
知
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
信
仰
の
対
象
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
は
信
仰
に
対
し
て
の
み
実
在
す
る
」
（
誤
）
と
い
う
一
見
す
る
と
極
論
と
思
わ
れ
る
議
論
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
信
仰
と
は
近

代
聖
書
学
の
歴
史
的
批
判
的
方
法
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
行
し
て
、
信
仰
と
は
キ
リ
ス
ト
の
弟
子

に
な
る
と
の
決
断
を
行
う
こ
と
、
「
キ
リ
ス
ト
に
従
う
」
と
い
う
意
志
決
定
を
行
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教

徒
に
な
る
」
と
い
う
信
仰
の
決
断
を
キ
リ
ス
ト
と
の
「
長
時
性
の
状
況
」
（
窪
Φ
の
圃
貯
餌
鉱
8
0
｛
o
o
葺
Φ
営
O
o
鑓
器
圃
¢
）
と
し
て
説
明
す
る
が
、

問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
と
の
同
時
性
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
は
、
同
時
性
と
い
う
問
題
の
文
脈
に
、

類
似
性
、
形
（
形
作
る
）
、
範
例
、
原
型
な
ど
の
「
形
態
」
概
念
に
関
連
し
た
用
語
が
多
数
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
同
時
性
と
い
う
時
間
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
た
議
論
を
生
の
形
態
化
あ
る
い
は
生
の
全
体
性
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
と
い
う
可
能

　
　
（
1
0
）

性
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
と
は
神
と
の
類
似
性
（
一
鵠
《
Φ
昌
Φ
も
励
ω
）
へ
と
変
形
さ
れ
る
こ
と
」
（
①
・
。
）
で
あ
り
、
「
倣
う
者
と
な
る
（
8

σ
2
艮
δ
8
ご
と
い
う
こ
と
は
あ
な
た
の
生
が
入
間
の
生
が
持
ち
う
る
限
り
の
類
似
性
を
彼
の
生
に
対
し
て
持
つ
こ
と
」
な
の
で
あ
る

（①

B。）

B
キ
リ
ス
ト
と
の
岡
時
性
と
は
キ
リ
ス
ト
の
生
と
の
最
大
限
の
類
似
性
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
一
と
く
に
そ
の
苦
難
に
対
す
る

類
似
性
を
…
。
「
地
上
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
生
は
範
例
（
O
鋤
一
，
鋤
亀
鴎
ひ
q
ヨ
）
で
あ
る
。
わ
た
し
、
そ
し
て
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
は
キ
リ
ス

ト
の
生
と
の
類
似
性
に
お
い
て
自
ら
の
生
を
か
た
ど
る
（
ヨ
。
α
9
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
お
『
）
。
こ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
と
は
モ
デ
ル
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
生
と
の
類
似
性
に
従
っ
て
自
ら
の
生
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。



　
で
は
こ
の
形
態
の
問
題
は
い
か
に
し
て
言
語
の
問
題
へ
と
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
手
が
か
り
は
想
像
力
の
問
題
に
謡
い
だ

さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
生
と
同
型
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
キ
リ
ス
ト
か
ら
力
あ
る
い
は
作
用
を
受
け
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
が
ー
ー
キ

リ
ス
ト
が
自
ら
に
引
き
寄
せ
る
（
8
匹
鑓
≦
8
0
濤
ω
Φ
拝
℃
旨
㎝
ω
）
1
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
こ
の
弟
子
た
る
こ
と
へ
と
キ
リ
ス
ト
が

招
く
力
が
作
用
す
る
場
は
、
人
間
の
想
像
力
に
他
な
ら
な
い
。
「
想
像
力
の
力
は
人
間
（
℃
Φ
房
O
づ
）
と
な
る
た
め
の
第
一
条
件
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
意
志
（
鼠
ε
は
第
二
の
、
そ
し
て
究
極
的
意
味
に
お
い
て
決
定
的
な
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
一
。
。
①
）
。
「
若
者
は
自
分
の
想
像

力
に
よ
っ
て
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
彼
の
想
像
力
が
こ
の
イ
メ
ー
ジ
（
完
全
性
の
イ
メ
ー
ジ
）
を
彼
へ
と
引
き
つ
け
る
。
彼
は
こ
の

イ
メ
ー
ジ
に
夢
中
に
な
る
、
あ
る
い
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
彼
の
愛
、
彼
の
霊
感
と
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、
彼
の
よ
り
完
全

な
（
よ
り
理
想
的
な
）
自
己
に
な
る
」
（
一
。
。
『
）
。
キ
リ
ス
ト
と
の
同
型
性
、
同
じ
形
に
な
る
こ
と
の
第
一
条
件
が
想
像
力
に
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
論
で
通
常
強
調
さ
れ
る
意
志
と
い
う
決
定
的
条
件
が
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
の
像
、
形
、
イ
メ
ー
ジ
と
キ
リ
ス

ト
者
の
想
像
力
と
の
相
互
作
用
（
相
関
性
の
創
造
）
の
後
に
位
置
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
「
形
態
－
想
像
力
」
か
ら
始
ま

り
意
志
を
決
定
的
な
条
件
と
し
た
自
己
の
在
り
方
の
転
換
へ
と
至
る
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
道
筋
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
後
に
論
じ

る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
形
態
化
を
介
し
た
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
典
型
的
な
仕
方
で
成

立
す
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
隠
喩
論
あ
る
い
は
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
雷
語
の
機
能
は
想
像
力
の
働
き
と

密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
想
像
力
を
介
し
て
形
態
形
成
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
は
、
聖
書
を
典
拠
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

雷
葉
と
形
、
聴
覚
と
視
覚
と
が
対
立
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
様
に
聖
書
を
典
拠
と
し
て
（
た

と
え
ば
パ
ウ
ロ
書
簡
な
ど
）
、
形
、
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
が
信
仰
と
本
質
的
な
関
わ
り
に
あ
る
と
い
う
議
論
も
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
言
語
か

形
か
、
聴
覚
か
視
覚
か
、
と
い
う
二
分
法
を
持
ち
出
す
前
に
、
よ
り
基
本
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
、
つ
ま
り
入
間
存
在
に
お
け
る
想
像
力
の
レ
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

ル
か
ら
議
論
を
組
み
立
て
直
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
念
の
た
め
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
関
係
と
い
う
問
題
設
定

　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語
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（
1
3
）

の
歴
史
的
制
約
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
現
実
形
態
に
対
し
て
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
が
真
に
構
成
的
に
関
与
す
る
よ
う

に
な
る
の
は
一
般
的
に
は
近
代
以
降
の
状
況
に
お
い
て
で
あ
り
、
古
代
や
中
世
に
お
い
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
十
九
世
紀
の
世
界
聖
書
協
会
の

活
動
以
前
に
は
、
個
々
の
信
仰
者
（
神
学
者
や
聖
職
者
で
は
な
い
圧
倒
的
に
大
多
数
を
占
め
る
信
徒
）
に
と
っ
て
、
信
仰
と
聖
書
テ
キ
ス
ト

の
読
解
と
の
関
わ
り
は
必
ず
し
も
一
般
化
し
た
事
態
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
一
冊
の
書
物
と
し

て
書
か
れ
た
聖
書
を
自
分
で
読
ん
で
自
ら
の
信
仰
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
か
ら
奮
え
ば
ご
く
最
近
の
出
来
事

で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
圧
倒
的
に
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
一
冊
の
テ
キ
ス
ト
を
自
分
で
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
断
片
的
な
聖
書
の
箇
所
i
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
場
合
聖
書
全
体
の
要
旨
が
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
示
さ
れ
る
一
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

朗
読
さ
れ
る
の
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
本
論
文
の
議
論
は
近
代
的
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
モ

デ
ル
化
し
て
考
え
ら
れ
た
信
仰
論
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
じ
め
か
ら
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
古

代
や
中
世
を
含
め
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
一
般
に
対
し
て
十
全
に
妥
当
す
る
信
仰
論
を
試
み
る
に
は
別
の
要
素
を
加
え
て
議
論
を
し
直
す
こ
と

が
必
要
に
な
る
。

　
本
論
文
の
問
題
設
定
に
し
た
が
っ
て
議
論
を
進
め
る
に
は
、
解
決
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
も
う
一
つ
の
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、

近
現
代
の
聖
書
学
が
聖
書
を
一
つ
の
統
一
的
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
近
現
代
の
聖
書
学
に

お
い
て
は
、
聖
書
は
長
い
伝
承
過
程
に
お
い
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
諸
断
片
か
ら
な
る
多
様
で
統
一
性
の
な
い
文
書
群
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
現
状
を
ふ
ま
え
る
と
き
、
聖
書
を
一
冊
の
テ
キ
ス
ト
と
読
む
平
均
的
で
一
般
的
な
聖
書
の
読
み
方
が
学
的
根
拠
を
有
す
る
か

は
き
わ
め
て
疑
問
に
な
っ
て
く
る
。
聖
書
を
　
冊
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
は
聖
書
学
的
に
は
聖
書
の
成
り
立
ち
を
無
視
し
た
非
学
問

的
な
素
人
の
読
み
方
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
現
実
の
生
き
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
近
代
聖
書
学
が
分
解
し
た
伝
承
断
片
よ
り

遥
か
に
大
き
な
意
味
連
関
で
襲
書
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
現
代
人
の
聖
書
の
読
み
は
こ
の

二
百
年
間
の
聖
書
学
の
成
果
か
ら
完
全
に
隔
絶
し
た
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
聖
書
学
の
成
果
を
様
々
な
度



合
い
で
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
と
信
仰
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
前
に
、
一
冊
の
書
物
と
し
て
の
聖
書
を
読
む
こ
と
が
聖
書
学
的
に
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
か
に

つ
い
て
簡
単
に
論
じ
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
が
次
章
の
テ
ー
マ
に
他
な
ら
な
い
。

三
　
聖
書
学
の
転
換

　
葉
　
二
十
世
紀
聖
轡
学
の
合
意
事
項
と
そ
の
問
題
点

　
二
十
世
紀
の
新
約
聖
書
学
（
と
く
に
史
的
イ
エ
ス
論
）
の
展
開
を
概
観
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
様
式
批
判
、
編
集
批
判
、
文
学
社
会
学
な

ど
方
法
論
的
に
多
く
の
発
展
と
変
化
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
全
体
を
こ
れ
ま
で
規
定
し
て
き
た
、
い
わ
ば
そ
の
合
意
事
項
と
言
う
べ
き

も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
合
意
の
内
容
は
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
と
い
う
二
人
の
人
物
に
よ
っ
て
象
徴
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ボ
ー
グ
は
そ
れ
を
次
の
三
点
に
要
約
し
て
い
る
。
説
明
を
補
い
な
が
ら
そ
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

　
①
聖
書
学
と
神
学
と
の
分
離

　
ま
ず
、
近
現
代
の
聖
書
学
が
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
史
的
イ
エ
ス
は
神
学
的
に
意
味
が
な
い
と
い
う
有
力
な
議
論
が
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の

側
に
存
在
す
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
弁
証
法
神
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
議
論
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
「
自
由
主
義
神
学
は
本
質
的
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
特
徴
を
史
的
関
心
の
優
位
か
ら
得
て
お
り
、
こ
こ
に
そ
の
偉
大
な
功
績
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
近
代
聖
書
学
を
動
機
づ

け
て
き
た
「
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
現
象
の
歴
史
的
必
然
性
の
証
明
」
は
、
神
を
人
間
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
客
体
と
し
て
外
か
ら
な
が

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
バ
ル
ト
や
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
の
「
神
は
決
し
て
所
与
と
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
批
判
は
自
由
主
義
神
学
と
そ
の

聖
書
学
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
聖
書
学
に
お
い
て
は
、
「
信
仰
に
根
拠
を
与
え
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

そ
れ
は
信
仰
の
本
質
を
無
化
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
イ
エ
ス
の
宣
教
は
新
約
聖
書
神
学
の
前
提
に
属
す

る
の
で
あ
っ
て
、
新
約
聖
書
神
学
自
体
の
部
分
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
新
約
聖
書
神
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
そ
の
対
象
、
根
拠
、
帰

　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
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結
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
行
う
思
想
の
展
開
の
中
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
神
の
終
末
論
的
救
済
行
為
と
し
て
、
し
か
も
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
復
活
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

た
者
と
し
て
宣
教
す
る
ケ
リ
ュ
グ
マ
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
後
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
史
的
イ
エ
ス
の
問
い

は
信
仰
に
と
っ
て
、
ま
た
神
学
に
と
っ
て
二
次
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
神
学
的
見
解
は
近
代
聖
書
学
に
対
す
る
単
な
る
誤
解

で
は
な
く
、
実
際
言
書
テ
キ
ス
ト
の
分
析
的
読
解
（
聖
書
学
）
が
聖
書
の
正
典
と
し
て
の
統
一
性
を
解
体
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
書
学
に
よ
る
聖
書
に
つ
い
て
の
神
学
概
念
（
と
く
に
正
典
概
念
）
の
解
体
あ
る
い
は
無
視
と
い
う
状
況
が
現
に
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
②
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
歴
史
的
資
料
価
値
の
過
小
評
価
（
史
的
懐
疑
論
）

　
「
こ
の
理
由
か
ら
、
イ
エ
ス
の
〈
人
柄
〉
に
つ
い
て
の
関
心
も
排
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
災
い
転
じ
て
福
と
な
す
と
い
う
理
由
か
ら

で
は
決
し
て
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
わ
た
し
の
見
解
で
は
、
我
々
は
イ
エ
ス
の
生
涯
と
人
柄
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
も
知
り
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
な
ぜ
、
聖
書
学
は
こ
の
よ
う
な
史
的
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
不
可
知
論
あ
る
い
は
史
的
懐
疑
論
を
採
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
根
本
的
に
は
、
近
代
聖
書
学
の
方
法
論
に
よ
っ
て
歴
史
的
事
実
を
確
定
的
な
仕
方
で
再
構
成
す
る

に
は
、
史
的
イ
エ
ス
に
つ
い
て
必
要
な
資
料
が
あ
ま
り
に
も
少
な
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
（
い
く
つ
か
の
福
音
書
が
あ
る
だ
け
）
。
し
た
が
っ

て
、
近
代
聖
書
学
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
歴
史
的
批
判
的
方
法
で
は
、
そ
れ
を
い
か
に
洗
練
し
精
密
化
し
よ
う
と
も
こ
の
懐
疑
論
的
帰
結
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
③
史
的
イ
エ
ス
に
お
け
る
確
実
な
核
と
し
て
の
終
宋
論

　
「
受
難
思
想
は
た
だ
終
末
論
的
な
神
の
国
概
念
に
よ
っ
て
の
み
支
配
さ
れ
て
い
る
。
派
遣
の
話
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
終

宋
銭
的
な
神
の
国
で
あ
っ
て
、
倫
理
的
な
神
の
国
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
　
一
つ
に
は
イ
エ
ス
の
活
動
が
神
の
国
の
終
謬
論

的
現
実
化
だ
け
を
考
慮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
イ
エ
ス
の
倫
理
思
想
の
終
末
論
的
世
界
観
に
対
す
る
関
係
が



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

外
的
出
来
事
に
よ
る
改
変
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
し
か
し
、

い
か
に
史
的
懐
疑
論
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
史
的
イ
エ
ス
に
つ
い
て
論
じ
る
か
ら
に
は
最
低
限
度
の
確
実
性
を
有
す
る
（
ほ
蓋
然
性

の
高
い
）
テ
キ
ス
ト
断
片
群
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
登
場
す
る
の
が
、
ヴ
ァ
イ
ス
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
っ
て
再
発

見
さ
れ
た
イ
エ
ス
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
黙
示
文
学
的
終
末
論
で
あ
る
。
黙
示
文
学
的
終
末
論
に
対
す
る
神
学
的
評
価
は
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー

以
降
い
く
つ
か
の
変
遷
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
新
約
聖
書
学
で
は
史
的
イ
エ
ス
の
思
想
内
容
を
論
じ
る
際
に
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
そ

の
中
心
的
事
項
と
し
て
黙
示
文
学
的
終
末
論
i
…
神
の
国
や
人
の
子
の
表
象
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
連
関
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
一
が
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
聖
書
学
に
お
け
る
動
向
は
、
例
え
ば
ユ
リ
ヒ
ャ
ー
か
ら
エ
レ
ミ
ア
ス
ま
で
の
イ
エ
ス
の
讐
え
研
究
に
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
史
的
イ
エ
ス
の
思
想
を
終
宋
論
に
一
面
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
文
学
的
言
語
的
特
性
の
問
題
に
十

分
に
留
意
し
た
議
論
の
展
開
を
困
難
に
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
合
意
事
項
に
基
づ
く
聖
書
学
の
下
で
は
、
聖
書
を
一
冊
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
は
学
問
的
に
困
難
と
な
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
聖
書
学
の
議
論
は
現
実
の
キ
リ
ス
ト
教
多
生
に
お
け
る
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
問
題
か
ら
ま
っ
た
く
乖
離
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
従
来
の
聖
書
学
的
合
意
事
項
に
規
定
さ
れ
た
学
的
状
況
が
支
配
的
で
あ
る
限
り
、
本
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
解
明
の
た
め
の
手
掛
か
り
を
聖
書
学
に
期
待
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
2
　
新
し
い
問
題
状
況

　
「
根
本
的
に
は
、
何
も
の
も
決
着
済
み
の
事
柄
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
身
に
し
み
つ
い
た
仮
説
が
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い

て
も
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
雷
葉
は
ベ
ル
ガ
ー
が
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
成
立
年
代
を
め
ぐ
る
定
説
を
批
判
し
つ
つ
自
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

見
解
を
提
出
す
る
際
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ベ
ル
ガ
ー
の
発
言
は
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
新
約
聖
書
学
全
般

に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
盤
石
不
動
な
も
の
で
あ
る
か
に
見
え
た
二
十
世
紀
の
聖
書
学
の
状
況
は
こ
の
十
五
年
の
間
に
大

　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語
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五
六

き
く
変
化
し
、
そ
の
影
響
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
各
方
面
に
及
び
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
次
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、

本
論
の
問
題
設
定
に
と
っ
て
有
利
な
状
況
が
切
り
開
か
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
聖
書
学
の
動
向
は
一
九
八
○
年
代
に
ア
メ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

カ
と
ド
イ
ツ
の
直
書
学
に
お
い
て
並
行
し
て
現
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
先
に
二
十
世
紀
の
聖
書
学
の
合
意
事
項
と
し
て
挙
げ
た

す
べ
て
の
こ
と
に
関
し
て
、
そ
の
合
意
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
旧
来
の
方
法
的
綱
約
を
超
え
て
広
く
考
古
学
、

文
化
人
類
学
、
宗
教
心
理
学
、
比
較
社
会
学
な
ど
の
諸
方
法
を
用
い
て
聖
書
テ
キ
ス
ト
に
適
用
可
能
な
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、

史
的
イ
エ
ス
に
関
し
て
も
聖
書
学
的
に
よ
り
積
極
的
な
結
論
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
終
末
論
に
強
調
点
を
お
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

イ
エ
ス
理
解
か
ら
知
恵
の
教
師
と
し
て
の
イ
エ
ス
像
へ
の
強
調
点
の
転
換
が
生
じ
た
。
こ
の
イ
エ
ス
に
お
け
る
知
恵
の
モ
チ
ー
フ
の
強
調
は

イ
エ
ス
の
思
想
と
活
動
を
旧
約
の
伝
統
と
の
連
続
性
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
、
ま
た
イ
エ
ス
の
宗
教
と
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
論
と

の
積
極
的
関
連
性
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
結
果
、
聖
書
を
改
め
て
旧
約
か
ら
新
約
聖
書
ま
で
、
ま
た
福
音
書
と
パ

ウ
ロ
書
簡
を
一
連
の
内
的
に
結
び
つ
い
た
テ
キ
ス
ト
群
と
し
て
読
解
す
る
道
が
、
聖
書
学
自
体
の
内
部
か
ら
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
新
し
い
聖
書
学
の
動
向
に
関
し
て
、
本
論
と
の
関
連
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
次
の
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
①
聖
書
全
体
の
統
一
的
構
造
と
い
う
問
題
設
定
の
再
評
価

　
例
え
ば
知
恵
の
モ
チ
ー
フ
に
注
図
し
た
最
近
の
聖
書
学
の
成
果
に
基
づ
い
て
－
旧
約
聖
書
の
知
恵
思
想
か
ら
知
恵
の
教
師
イ
エ
ス
、
そ

し
て
キ
リ
ス
ト
論
（
神
的
知
恵
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
、
ロ
ゴ
ス
・
キ
リ
ス
ト
論
）
へ
至
る
知
恵
の
伝
統
…
、
近
代
聖
書
学
に
よ
っ
て
一
端

断
片
化
さ
れ
た
落
書
テ
キ
ス
ト
の
中
に
内
的
に
連
関
し
た
い
く
つ
か
の
伝
承
の
線
が
聖
書
学
的
に
再
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
聖
書
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
聖
書
テ
キ
ス
ト
を
従
来
の
伝
承
単
位
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
か
な
り
大
き

な
単
位
で
扱
う
こ
と
（
こ
れ
ま
で
緊
々
の
伝
承
単
位
に
属
す
る
と
さ
れ
た
箇
所
を
柔
軟
に
関
係
づ
け
て
議
論
を
行
う
こ
と
）
が
期
待
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
動
向
が
正
典
性
と
は
別
の
観
点
か
ら
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
統
一
的
読
解
を
直
ち
に
可
能
に
す
る
も
の

で
あ
る
か
は
即
断
で
き
な
い
が
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
過
程
に
お
け
る
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う
問
題
設
定
の
中
に
聖
書
学
の
諸
成



果
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

②
イ
エ
ス
像
の
展
開
あ
る
い
は
転
換

　
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
聖
書
学
の
実
験
的
試
み
の
中
で
、
イ
エ
ス
の
中
心
的
な
言
語
表
現
で
あ
る
警
え
や
格
言
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら

の
言
語
的
特
性
の
解
明
が
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
が
、
八
○
年
代
以

降
の
新
し
い
イ
エ
ス
像
の
形
成
の
〕
連
の
試
み
で
あ
り
、
知
恵
の
教
師
イ
エ
ス
の
強
調
は
そ
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
イ
エ
ス
像
の
展

開
は
史
的
イ
エ
ス
論
と
の
関
連
だ
け
で
な
く
、
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
讐

え
な
ど
の
言
語
表
現
と
そ
の
機
能
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
の
形
成
過
程
と
宗
教
雷
語
（
神
話
を
含
め
て
）
と
の
関
わ
り
を
具
体

的
に
論
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
こ
に
、
本
論
が
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
の
実
例
と
し
て
イ
エ
ス
の
事
え
を
取
り
上
げ
る
理
由
が
あ
る
。

四
　
読
解
行
為
と
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

　
こ
れ
ま
で
、
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
解
明
す
る
と
い
う
目
標
に
向
け
て
、
「
信
仰
…
形
態
⊥
言
語
」
と
い
う
問
題
連
関
の
意
味
を
論
じ

て
き
た
が
、
次
に
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
過
程
を
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
議
論
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。
取

り
上
げ
る
の
は
、
「
善
き
サ
マ
リ
ア
入
」
の
費
え
で
あ
り
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
の
一
〇
章
二
五
～
三
七
節
（
誤
～
。
。
O
鋤
＋
ω
O
σ
～
・
。
α
＋
ω
①

～
G
。
刈
）
を
読
解
す
る
と
い
う
想
定
で
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
大
き
な
単
位
の
テ
キ
ス
ト
（
ル
カ
福
音
書
全
体
や

讐
え
群
）
に
注
目
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
議
論
を
こ
の
範
囲
に
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
以
下
の
議
論
は
リ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
を
基
礎
に
し
て
進
め
ら
れ
る
が
、
リ
ク
ー
ル
の
三
重
の
ミ
メ
ー
シ
ス
論
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
聖
書
テ
キ

ス
ト
の
読
解
と
い
う
問
題
に
即
し
た
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
ブ
ル
ト
マ
ソ
、
イ
ー
ザ
ー
、
ペ
リ
ン
ら
の
議
論
を
組
み
合
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

る
こ
と
）
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
が
以
下
の
よ
う
な
三
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
進
行
す
る
も
の
と
し
て
考
察
を
行
う
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語

五
七
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一
　
ミ
メ
ー
シ
ス
ー

　
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
作
業
に
お
け
る
第
一
段
階
は
テ
キ
ス
ト
理
解
の
前
提
と
な
る
「
先
行
理
解
」
（
＜
O
「
〈
①
『
ω
叶
似
コ
儀
づ
一
ω
）
の
段
階
で
あ
る

が
…
一
同
様
の
考
察
は
物
語
の
筋
の
構
成
を
支
え
る
行
動
世
界
の
前
提
的
理
解
と
い
う
意
味
で
テ
キ
ス
ト
作
成
の
先
行
理
解
に
関
し
て
も
行

う
こ
と
が
で
き
る
…
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
解
釈
は
、
問
題
に
さ
れ
、
あ
る
い
は
問
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

い
る
事
柄
に
つ
い
て
の
一
定
の
先
行
理
解
に
よ
っ
て
必
然
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
」
。
つ
ま
り
、
我
々
は
ま
っ
た
く
の
白
紙
の
状
態
（
活
金

な
中
立
性
に
お
い
て
）
で
テ
キ
ス
ト
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
常
に
一
定
の
視
点
か
ら
、
一
定
の
問
題
意
識
に
従
っ
て
、
一
定
の
期
待
を
い

だ
き
つ
つ
、
テ
キ
ス
ト
に
接
近
す
る
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
と
い
う
作
業
が
可
能
に
な
る
た
め
に
（
そ
れ
が
誤
読
や
深
読
み
で

あ
っ
た
と
し
て
も
）
、
読
者
は
読
解
行
為
に
先
立
つ
先
行
理
解
つ
ま
り
先
入
観
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
解
釈
学
の
基
本
テ

ー
ゼ
で
あ
る
。
こ
の
先
行
理
解
は
、
そ
れ
が
解
釈
者
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
か
は
劉
に
し
て
、
解
釈
者
の
世
界
理
解
と
自
己
理
解
（
存

在
連
関
・
意
味
連
関
の
理
解
）
を
支
え
て
い
る
世
界
内
存
在
の
存
在
様
式
に
そ
の
基
盤
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
震
う

≧
ω
あ
窪
煽
簿
霞
）
。
テ
キ
ス
ト
の
読
解
は
読
者
が
有
す
る
暗
黙
的
な
世
界
理
解
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
読
解
行
為
に
先
行
す
る
「
古
い
自
己
」

の
存
在
形
態
（
古
い
生
の
形
態
化
）
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
。
読
解
に
際
し
て
は
、
こ
の
先
行
理
解
と
テ
キ
ス
ト
・
物
語
の
筋
に

お
い
て
再
現
さ
れ
る
実
践
的
行
動
世
界
と
の
間
に
成
立
す
る
対
応
関
係
に
応
じ
て
、
テ
キ
ス
ト
理
解
の
様
々
な
形
態
が
成
立
す
る
。
な
お
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

こ
こ
で
は
実
践
的
行
動
世
界
の
再
現
（
あ
る
い
は
創
造
的
模
倣
）
と
い
う
意
味
で
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
も
一
定
の
知
識
を
伴
っ
た
先
行
理
解
を
前
提
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る

の
は
、
読
者
が
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
成
立
に
関
わ
る
歴
史
的
知
識
を
ど
れ
ほ
ど
有
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
問
的
な
罫
書
解
釈
で

は
か
な
り
の
レ
ベ
ル
の
歴
史
的
知
識
が
要
求
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
　
般
的
な
信
仰
者
に
お
け
る
聖
書
の
読
解
行
為
に
お
い
て
も
一

定
程
度
の
知
識
は
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
と
現
代
の
読
者
と
の
聞
に
は
二
千
年
あ
ま
り
の
歴
史
的
隔
た
り
と
文
化
的

距
離
が
存
在
し
て
お
り
、
一
定
以
上
の
歴
史
的
知
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
テ
キ
ス
ト
の
明
ら
か
な
誤
読
を
避
け
、
最
低
限
の
理
解
を
得
る



の
に
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
の
段
階
で
要
求
さ
れ
る
知
識
は
、
イ
ー
ザ
ー
の
言
う
「
テ
キ
ス
ト
の
レ
パ
ー
ト
リ

ー
」
（
臼
①
×
鍾
9
Φ
詳
。
冨
）
、
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
の
形
成
を
規
定
し
、
テ
キ
ス
ト
の
構
成
に
取
り
込
ま
れ
た
既
存
の
知
識
に
対
応
し
て
い
る
。

新
約
聖
書
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
先
行
す
る
テ
キ
ス
ト
（
例
え
ば
新
約
に
対
す
る
旧
約
）
、
社
会
的
・
歴
史
的
規
範
（
イ
エ
ス
が
批
判

し
あ
る
い
は
論
駁
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
規
範
。
安
息
日
の
規
定
や
浄
不
浄
の
規
定
な
ど
）
、
テ
キ
ス
ト
が
生
み
出
さ
れ
た
社
会
的
歴
史
的
コ
ン

テ
ク
ス
ト
（
イ
エ
ス
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
の
政
治
や
経
済
の
仕
組
み
、
あ
る
い
は
様
々
な
事
件
・
出
来
事
）
、
時
代
特
有
の
意
味
シ
ス
テ
ム

（
そ
の
時
代
の
人
間
の
自
己
理
解
や
世
界
理
解
を
可
能
と
す
る
＝
疋
の
構
造
を
持
っ
た
現
実
モ
デ
ル
）
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
げ
ら
れ

る
。
テ
キ
ス
ト
の
文
献
学
的
歴
史
的
研
究
は
こ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
解
明
を
目
指
し
て
お
り
、
こ
れ
は
伝
統
的
な
聖
書
学
の
課
題
に
他
な
ら

な
い
。

今
回
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
に
関
し
て
は
、
読
者
（
信
仰
者
）
が
次
の
よ
う
な
内
容
の
先
行
理
解
を
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

い
る
と
想
定
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

　
　
一
　
イ
エ
ス
の
讐
え
が
語
ら
れ
た
状
況
と
し
て
、
敵
対
者
と
の
論
争
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
イ
エ
ス
の
讐
え
の
聴
衆
と
し
て
弟
子
、
論

　
　
　
敵
、
そ
し
て
民
衆
1
い
ず
れ
も
ユ
ダ
ヤ
人
一
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
読
者
は
理
解
し
て
い
る
。

　
　
2
　
ユ
ダ
ヤ
人
と
サ
マ
リ
ア
人
の
問
に
は
根
深
い
敵
対
関
係
が
存
在
す
る
。

　
　
3
　
エ
リ
コ
と
エ
ル
サ
レ
ム
と
の
間
の
道
が
危
険
で
あ
る
こ
と
。

　
　
4
　
こ
の
讐
え
が
隣
人
愛
の
テ
ー
マ
と
の
関
わ
り
で
読
ま
れ
る
こ
と
（
響
え
十
枠
）
。
こ
れ
は
、
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
を
「
隣
人
愛
」

　
　
　
に
関
連
し
た
諸
テ
キ
ス
ト
群
（
パ
ウ
ロ
書
簡
や
ヨ
ハ
ネ
文
書
を
含
め
た
）
の
中
で
読
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

　
　
5
　
イ
エ
ス
の
心
え
が
し
ば
し
ば
神
の
国
の
讐
え
と
言
わ
れ
る
こ
と
。
こ
れ
は
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
を
「
神
の
国
の
讐
え
群
」
の
中

　
　
　
で
読
む
よ
う
に
促
す
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語

五
九
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2
　
ミ
メ
ー
シ
ス
2

　
文
書
化
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
特
徴
は
、
テ
キ
ス
ト
が
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
成
立
す
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
最
初
の
状
況
（
「
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
V

者
1
聴
衆
」
状
況
）
か
ら
切
り
離
さ
れ
固
定
さ
れ
た
自
律
的
な
存
在
と
な
る
点
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
者
は
自
ら
の
先
行
理

解
（
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
）
に
導
か
れ
て
読
解
し
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
読
解
の
最
初
の
段
階
で
は
テ
キ
ス
ト
は
ま
ず
＝
疋
の
完
結
し
た
形
態
と

構
造
を
持
つ
対
象
と
し
て
読
者
の
前
に
現
れ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
構
造
か
ら
テ
キ
ス
ト
の
意
味
が
了
解
さ
れ
る
段
階
を
ミ
メ
ー
シ
ス
2

ー
テ
キ
ス
ト
・
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
が
行
動
世
界
の
構
造
の
再
現
・
創
造
的
模
倣
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
　
　
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
は
読
解
行
為
の
前
提
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
読
解
の
予
備
作
業
の
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
実
際
の
読
解
行
為
以
前

に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
釈
義
の
出
発
点
は
テ
キ
ス
ト
の
言
語
的
形
態
で
あ
り
、
こ
の
形
態
が
ま
ず
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
さ
れ

　
　
　
　
（
3
2
）

ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ミ
メ
ー
シ
ス
2
こ
そ
が
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
の
具
体
的
場
面
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
テ
キ
ス
ト
の

言
語
形
態
あ
る
い
は
そ
の
構
造
と
読
解
行
為
と
の
関
係
が
具
体
的
な
問
題
と
な
る
。
読
解
行
為
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
構
造
に
基
づ
い
て
、

テ
キ
ス
ト
を
い
く
つ
か
の
小
事
件
か
ら
な
り
そ
の
「
・
王
題
」
を
問
い
う
る
よ
う
な
意
味
あ
る
全
体
（
↓
Φ
×
鱒
。
莚
器
農
）
、
つ
ま
り
意
味
の
了

解
可
能
な
物
語
と
し
て
受
け
取
る
作
業
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
2
の
段
階
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
点
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
読
解
行
為
は
読
解
の
対
象
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
客
観
化
可
能
な
構
造
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の

テ
キ
ス
ト
の
構
造
だ
け
で
は
、
了
解
可
能
な
意
味
は
ま
だ
生
成
し
て
は
い
な
い
。
意
味
の
了
解
に
必
要
な
の
は
、
先
行
理
解
（
ミ
メ
ー
シ
ス

ー
）
に
基
づ
く
読
み
手
の
想
像
力
の
働
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
読
解
行
為
の
解
明
に
は
、
固
定
さ
れ
自
律
性
を
有
す
る
構

造
体
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
解
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
意
昧
の
統
合
体
が
生
成
す
る
か
と
い
う
観
点
が
必
要
に

な
る
。
こ
の
た
め
に
は
先
の
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
に
対
応
し
た
歴
史
的
研
究
に
対
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
貰
年
的
構
造
に
つ
い
て
の
構
造
分
析
あ
る

い
は
文
学
批
判
が
必
要
に
な
る
。
こ
こ
で
は
ミ
メ
ー
シ
ス
3
へ
の
動
き
を
追
跡
す
る
た
め
に
、
イ
ー
ザ
ー
の
読
解
行
為
の
現
象
学
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

議
論
を
参
照
し
つ
つ
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。



　
イ
ー
ザ
ー
に
よ
れ
ば
テ
キ
ス
ト
の
意
味
ー
テ
キ
ス
ト
の
構
造
か
ら
区
別
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
よ
る
意
味
構
成
一
は
読
者
か
ら

全
く
分
離
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
実
在
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
読
解
行
為
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
の
構
造
と
読
者
の
意

識
（
想
像
力
）
が
相
互
作
用
す
る
と
こ
ろ
に
、
し
た
が
っ
て
読
者
の
能
動
的
な
関
与
に
お
い
て
現
実
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
読
解
行
為
と

は
テ
キ
ス
ト
の
構
造
と
読
者
の
想
像
力
の
能
動
的
作
用
と
が
交
差
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
世
界
が
読
者
の
意
味
了
解
の
世
界
へ
と
開

示
さ
れ
（
意
味
か
ら
指
示
へ
の
意
味
論
的
運
動
）
、
イ
メ
ー
ジ
・
形
態
的
意
味
（
ω
冒
罫
。
慈
ひ
Q
震
p
。
け
δ
昌
）
が
読
者
の
意
識
の
内
部
に
形
成
さ

れ
展
開
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
い
。
イ
ー
ザ
ー
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
意
識
の
現
象
学
に
基
づ
い
て
、
テ
キ
ス
ト
の
こ
の
読
解
プ
ロ
セ

ス
を
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
か
を
簡
単
に
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
読
者
は
テ
キ
ス
ト
の
全
体
を
｝
挙
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
射
映
）
。
つ
ま
り
、
テ
キ
ス
ト
は
特
定
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
読
み
進
め

ら
れ
、
そ
の
過
程
で
、
徐
々
に
そ
の
全
貌
を
現
す
と
い
う
特
性
を
持
つ
（
o
h
絵
画
や
彫
刻
）
。
読
者
は
こ
の
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
対
象

の
内
部
で
、
次
々
に
現
れ
る
様
々
な
遠
近
法
の
視
点
（
語
り
手
、
登
場
入
物
、
虚
構
の
読
者
な
ど
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
了
解
す
る
た
め
に
と

ら
れ
る
視
点
、
そ
こ
か
ら
テ
キ
ス
ト
が
見
ら
れ
る
立
脚
点
）
を
取
り
な
が
ら
移
動
し
て
ゆ
く
。
読
解
過
程
で
読
者
が
そ
の
都
度
目
を
向
け
る

断
片
が
そ
の
瞬
間
の
主
題
と
な
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
先
ほ
ど
ま
で
向
か
い
合
っ
て
い
た
他
の
諸
断
片
（
そ
れ
ま
で
読
み
進
ん
で
き
た
そ
れ

ぞ
れ
の
箇
所
）
が
現
在
の
主
題
の
理
解
の
地
平
と
し
て
控
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
主
題
－
地
平
構
造
」
は
意
味
を
了
解
し
よ
う
と
す
る

読
者
の
期
待
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
し
て
次
の
時
点
で
そ
れ
を
修
正
し
、
記
憶
に
新
し
い
変
化
を
引
き
起
こ
し
て
ゆ
く
（
読
者
の
視
線
の
調

節
）
。
個
々
の
断
片
部
分
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
動
的
な
主
題
－
地
平
構
造
の
内
部
で
次
第
に
焦
点
が
絞
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
こ
と

に
な
る
が
（
断
片
部
分
の
意
味
の
明
確
化
）
、
そ
れ
と
共
に
、
主
題
－
地
平
構
造
の
内
部
に
お
け
る
諸
断
片
の
相
互
作
用
を
通
し
て
、
読
者

の
意
識
の
中
に
次
第
に
統
一
的
な
意
味
の
地
平
（
首
尾
～
賦
し
た
意
味
）
が
形
成
さ
れ
て
行
く
。
こ
れ
が
読
解
過
程
に
お
け
る
形
態
的
意
味

の
構
成
－
読
解
に
は
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
も
類
似
し
た
イ
メ
ー
ジ
構
成
が
伴
う
i
、
つ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
自
己
修
正
的
な
動
的
プ

ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
形
態
的
意
味
（
テ
キ
ス
ト
の
了
解
さ
れ
た
意
味
）
は
、
そ
れ
が
テ
キ
ス
ト
の
構
造
に
基
づ
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い
た
も
の
で
あ
る
限
り
決
し
て
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
明
確
な
分
析
対
象
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
構
造
に
基
づ
い
て
そ
こ
に
統

一
的
意
味
（
一
つ
の
脈
絡
、
　
一
貫
性
）
を
見
出
す
の
は
読
者
の
役
割
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
読
解
を
通
し
て
構
成
さ
れ
る
イ

メ
ー
ジ
は
読
み
手
の
想
像
力
に
応
じ
て
多
様
な
も
の
に
な
り
う
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
が
同
｝
の
テ
キ
ス
ト
の
構
造
に
基
づ

く
こ
と
に
依
拠
し
て
、
読
者
た
ち
は
お
互
い
の
イ
メ
ー
ジ
的
意
味
を
め
ぐ
っ
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
読

者
が
テ
キ
ス
ト
の
構
造
に
導
か
れ
て
主
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
形
成
を
い
わ
ば
自
動
的
に
遂
行
す
る
と
こ
ろ
に
、
ミ
メ
ー
シ
ス
2
か
ら
3
へ
の
移

行
の
鍵
が
存
在
す
る
。

　
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
貰
え
の
読
解
プ
ロ
セ
ス
を
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
理
想
的
な
読
解
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
、

以
上
の
議
論
を
イ
エ
ス
の
讐
え
の
読
解
に
当
て
は
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
①
テ
キ
ス
ト
の
構
造
“
同
一
の
小
事
件
の
反
復
（
ル
カ
一
〇
u
　
三
⊥
曇
；
祭
司
↓
レ
ビ
人
↓
サ
マ
リ
ア
人
」
）
に
よ
っ
て
、
読
者
の
期

待
（
何
か
が
起
こ
る
は
ず
で
あ
る
）
は
高
め
ら
れ
る
。

②
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
の
知
識
に
基
づ
く
聴
衆
の
視
点
の
追
構
成

　
読
者
は
先
に
仮
定
し
た
先
行
理
解
に
基
づ
い
て
奮
え
の
語
り
に
対
す
る
聴
衆
の
反
応
を
次
の
よ
う
に
追
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず

聴
衆
の
中
に
お
け
る
親
祭
司
的
な
人
は
、
こ
の
慰
え
に
お
い
て
祭
司
や
レ
ビ
人
が
隣
人
愛
の
実
践
に
お
け
る
失
格
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

点
で
、
不
快
に
思
い
、
イ
エ
ス
に
反
発
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
聴
衆
に
お
け
る
反
祭
司
的
な
人
は
、
ま
さ
に
祭
司
と
は
こ
ん
な
奴
ら
だ

と
い
う
こ
と
で
喜
び
拍
手
喝
采
と
な
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
親
祭
輝
北
人
も
反
祭
司
的
な
人
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
限
り
、
第
三
の
登

場
人
物
で
あ
る
サ
マ
リ
ア
人
の
振
る
舞
い
に
は
完
全
に
期
待
を
裏
切
ら
れ
、
そ
の
思
い
が
け
な
い
事
態
の
進
展
に
た
だ
驚
く
し
か
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
③
聴
衆
の
視
点
の
追
構
成
に
基
づ
く
テ
キ
ス
ト
の
構
造
の
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
読
者
は
イ
エ
ス
の
慰
え
の
聴
衆
の
驚
き
を
追
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
讐
え
が
逆
転
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
、



ユ
ダ
ヤ
社
会
で
宗
教
的
に
プ
ラ
ス
の
価
値
を
有
し
て
い
た
祭
司
と
レ
ビ
人
と
は
隣
人
愛
実
践
の
失
格
者
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
マ
イ
ナ
ス

の
価
値
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
サ
マ
リ
ア
人
は
ユ
ダ
ヤ
社
会
で
は
マ
イ
ナ
ス
価
値
を
有
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

隣
入
愛
の
担
い
手
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
懸
え
で
は
プ
ラ
ス
の
価
値
に
転
換
さ
れ
る
。
こ
の
逆
転
構
造
は
聴
衆
の
先
行
理
解
に
対
し

て
は
期
待
は
ず
れ
と
い
う
事
態
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
読
者
自
身
の
先
行
理
解
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
に
も
体
験
可
能
な
も
の

に
な
る
。
こ
れ
は
読
者
の
意
識
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
読
者
は
自
ら
の
想
像
力
に
よ
っ
て
構
成

し
た
イ
メ
ー
ジ
を
介
し
て
、
こ
の
讐
え
が
驚
き
と
期
待
感
の
逆
転
を
特
徴
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
読
者
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

聴
衆
へ
の
一
種
の
共
感
が
生
じ
た
こ
と
と
し
て
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
④
も
し
読
者
が
こ
う
し
て
聴
衆
の
驚
き
を
共
有
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
慰
え
は
読
者
自
身
に
と
っ
て
も
衝
撃
的

な
物
語
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
い
た
る
。
す
で
に
読
者
は
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
連
鎖
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
と
き
イ
エ

ス
の
慰
え
は
読
者
の
感
性
に
語
り
か
け
る
神
の
言
葉
と
な
る
。

　
⑤
も
し
イ
エ
ス
の
誓
え
が
神
の
国
の
慰
え
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
（
先
ほ
ど
仮
定
さ
れ
た
読
者
の
先
行
理
解
の
内
容
に
従
え
ば
）
、
こ

の
喪
え
テ
キ
ス
ト
の
読
解
過
程
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
形
態
的
意
味
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
と
し
て
機
能
す
る
読
者
の
既
存
の
現
実
理

解
と
は
対
照
的
な
、
新
し
い
現
実
と
実
在
（
神
の
国
）
を
指
し
示
す
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
既
存
の
仕
方
と
は
別
の
仕
方
で
現
実
を
新
た
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

見
る
こ
と
で
あ
り
、
「
～
と
し
て
見
る
」
と
い
う
仕
方
で
現
実
を
二
重
化
す
る
隠
喩
機
能
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
し
、
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
信
仰
者
が
聖
書
テ
キ
ス
ト
を
自
ら
の
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
を
拡
張
さ
れ
た

隠
喩
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
⑥
イ
メ
ー
ジ
は
感
情
を
喚
起
す
る
が
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
イ
メ
ー
ジ
は
新
た
な
思
考
を
呼
び
起
こ
す
。
た
と
え
ば
、

「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
讐
え
を
神
の
国
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
、
読
解
に
先
立
っ
て
神
の
国
に
つ
い

て
有
し
て
い
た
理
解
よ
り
も
深
い
洞
察
へ
と
導
か
れ
る
。
こ
の
世
の
終
わ
り
の
と
き
に
期
待
さ
れ
る
超
自
然
的
な
出
来
事
と
い
っ
た
神
話
論

　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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的
な
イ
メ
ー
ジ
や
、
あ
る
い
は
ダ
ビ
デ
・
ソ
ロ
モ
ン
王
朝
の
再
建
と
い
っ
た
政
治
的
未
来
像
に
よ
っ
て
、
神
の
国
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
者

は
、
神
の
国
と
は
こ
う
し
た
先
行
理
解
に
反
し
て
、
イ
エ
ス
の
讐
え
を
聴
き
あ
る
い
は
読
む
そ
の
都
度
聴
き
手
と
読
者
の
期
待
を
越
え
、
あ

る
い
は
期
待
に
反
し
て
不
意
に
襲
い
か
か
る
出
来
事
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
か
も
し
れ
な
い
。
サ
マ
リ
ア
人
を
通
し

て
到
来
し
た
助
け
は
強
盗
に
襲
わ
れ
ま
っ
た
く
の
無
力
と
な
っ
た
人
に
対
し
て
、
そ
の
期
待
に
反
し
て
（
ま
さ
か
サ
マ
リ
ア
人
が
！
）
、
思

い
が
け
な
い
仕
方
で
生
起
す
る
。
神
の
国
と
は
期
待
を
覆
し
つ
つ
到
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
直
面
す
る
と
き
我
々
は
神
の
国
の
現
実

を
神
の
恵
み
と
し
て
た
だ
受
動
的
に
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
そ
れ
は
敵
対
者
が
解
放
者
に
変
貌
す
る
経
験
で
あ
る
。
神
の
国
と
は
期
待
や

予
想
を
は
る
か
に
上
回
る
仕
方
で
思
い
が
け
ず
経
験
さ
れ
る
恩
恵
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
サ
マ
リ
ア
人
の
対
立
と
い
っ
た
環
常
的

生
を
規
定
す
る
対
立
的
な
人
間
関
係
は
無
効
に
な
る
（
エ
フ
ェ
ソ
ニ
”
一
四
の
キ
リ
ス
ト
論
は
こ
の
要
約
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
）
。
お
そ
ら

く
、
こ
の
イ
エ
ス
の
讐
え
が
隠
喩
的
に
指
示
す
る
現
実
と
は
、
宗
教
的
政
治
経
済
的
に
抑
圧
さ
れ
た
老
た
ち
、
罪
人
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

エ
ス
に
招
か
れ
共
に
食
卓
を
囲
む
中
で
経
験
し
た
新
し
い
現
実
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
慰
え
の

読
解
に
お
け
る
ミ
メ
ー
シ
ス
2
の
段
階
は
、
既
存
の
慣
習
的
な
社
会
コ
ー
ド
（
浄
1
不
浄
、
罪
人
一
義
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
ー
サ
マ
リ
ア
人
な

ど
）
の
転
換
と
し
て
神
の
国
を
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
を
教
え
、
そ
れ
は
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
に
正
当
な
位
置
が
与
え
ら
れ
る
べ
き

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
読
者
は
ミ
メ
ー
シ
ス
2
を
超
え
て
す
で
に
ミ
メ
ー
シ
ス
3
（
ミ
メ
ー
シ
ス
2
に
お
い
て
形
態
化

さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
媒
介
と
し
た
行
動
世
界
の
再
構
築
）
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
ミ
メ
ー
シ
ス
2
の
過
程
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
補
足
説
明
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
実
際
の
読
解
過
程
で

は
、
そ
れ
が
信
仰
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
形
成
は
必
ず
し
も
ス
ム
ー
ズ
に
は
進
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
テ

キ
ス
ト
の
構
造
が
特
定
の
仕
方
で
の
（
例
え
ば
本
論
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
「
信
仰
的
な
仕
方
」
で
の
）
イ
メ
ー
ジ
形
成
を
確
実
に

推
進
す
る
に
は
そ
の
空
所
が
大
き
く
、
曖
昧
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
構
造
か
ら
可
能
に
な
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
幅
が
在
り
す
ぎ
る
）
。
し
た

が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
モ
デ
ル
が
現
実
性
を
も
つ
の
は
、
例
え
ば
礼
拝
説
教
に
お
い
て
説
教
者
が
「
読
者
1
1
聴
衆
」
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

想
像
力
に
訴
え
か
け
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
投
入
す
る
の
に
成
功
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

葉
が
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
か
ら
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
と
説
教
ま
で
を
貫
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

バ
ル
ト
的
に
言
え
ば
、
神
の
言

　
3
　
ミ
メ
ー
シ
ス
3

　
以
上
の
過
程
を
経
て
、
読
者
は
最
終
的
に
は
テ
キ
ス
ト
世
界
を
自
ら
の
生
の
可
能
性
と
し
て
受
け
，
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
そ
れ

に
基
づ
い
て
生
き
て
き
た
実
践
的
行
動
世
界
を
再
編
す
る
に
い
た
る
（
ミ
メ
ー
シ
ス
3
）
。
こ
れ
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
ー
に
規
定
さ
れ
た
古
い
自

己
か
ら
ミ
メ
ー
シ
ス
2
に
お
い
て
開
示
さ
れ
た
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
た
新
し
い
自
己
へ
の
転
換
で
あ
り
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
信
仰
的
読
解

は
こ
こ
に
お
い
て
よ
う
や
く
そ
の
目
標
に
到
達
す
る
。
ミ
メ
ー
シ
ス
2
の
説
明
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
構
造
と
読
者
の
想
像
力

と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
読
老
の
意
識
へ
と
開
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
世
界
（
一
貫
し
た
形
態
的
意
味
の
世
界
）
は
、
読
者
が
外
側
か
ら
眺
め
る

対
象
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
読
者
の
現
実
意
識
に
対
し
て
様
々
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
生
じ
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
、
テ
キ
ス

ト
と
の
出
会
い
に
お
い
て
自
ら
の
古
い
自
己
の
在
り
方
を
反
省
し
新
し
く
示
さ
れ
た
現
実
理
解
を
自
分
の
も
の
と
し
て
受
容
す
る
作
業
で
あ

り
、
ガ
ダ
マ
ー
の
用
語
を
用
い
れ
ば
地
平
の
融
合
と
い
う
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
読
者
は
自
分
自
身
が
能
動
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
、
感
情
を
喚
起
さ
れ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
自
ら
の
意
味
世
界
へ
と
取
り
入
れ
、
意
味
世
界
を

再
編
す
る
に
至
る
（
テ
キ
ス
ト
世
界
の
自
己
化
に
よ
る
自
己
の
拡
張
）
。
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
伴
う
動
き
は
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の

解
釈
学
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
こ
の
よ
う
な
自
己
の
在
り
方
の
変
革
、
意
志
の
存
在
様
式
の
転

換
と
い
う
事
態
に
お
い
三
応
の
最
終
地
点
に
到
達
す
る
の
で
麺
・

　
も
し
イ
エ
ス
の
讐
え
に
お
い
て
神
の
国
が
到
来
し
、
読
者
あ
る
い
は
聴
衆
の
悔
い
改
め
を
生
じ
る
と
い
う
仕
方
で
「
言
葉
の
出
来
事
」
が

生
起
す
る
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
響
え
の
読
解
に
お
け
る
神
の
国
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
と
そ
の
自
己
化
に
よ
る
自
己
変
革
の
プ
ロ

セ
ス
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
過
程
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
す
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
自
己
変
革

　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語
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を
伴
っ
た
遣
し
い
生
の
形
態
化
と
し
て
、
す
な
わ
ち
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
を
通
し
て
信
仰
者
の
生
が
「
キ
リ
ス
ト
の
形
」
に
な
る
プ
ロ
セ

ス
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
イ
エ
ス
の
心
え
と
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
論
（
「
キ
リ
ス
ト
の
形
」
に
等
し
く
な
る
）
と
の
内
的
連

関
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
が
こ
う
し
た
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
み
出
す
の
に
成
功
す
る
か
否
か
は
、
「
善
き

サ
マ
リ
ア
人
」
の
随
え
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
の
読
解
が
も
た
ら
す
新
し
い
現
実
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
隣
人
愛
を
め
ぐ
る
問
い
の
質
的
な
転
換

に
ま
で
読
者
を
導
き
う
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
イ
エ
ス
と
の
論
争
相
手
が
、
イ
エ
ス
の
慰
え
を
聴
い
た
後
に
お
い
て
は
、
強
盗
に
襲
わ
れ

た
人
の
隣
人
に
な
っ
た
の
は
サ
マ
リ
ア
人
で
あ
っ
た
と
答
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
う
ち
で
こ
の
慰
え
を

読
み
進
ん
で
き
た
者
は
、
問
い
の
転
換
（
「
誰
が
隣
入
か
」
↓
「
同
じ
よ
う
に
せ
よ
」
）
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
自
ら
の
生
き
方
を
揺
り
動
か
す
の

を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
誰
が
隣
入
か
」
に
つ
い
て
の
知
識
と
「
同
じ
よ
う
に
せ
よ
」
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
意
志
決
定
と
の
間
に
あ

る
の
が
、
懸
え
の
テ
キ
ス
ト
読
解
の
行
為
と
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
よ
る
感
情
（
驚
き
・
共
感
）
の
喚
起
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
、
「
誰

が
隣
人
か
偏
か
ら
慰
え
を
経
て
「
岡
じ
よ
う
に
せ
よ
」
に
釜
る
ミ
メ
ー
シ
ス
i
、
2
、
3
の
全
プ
ロ
セ
ス
は
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
具
体

的
か
つ
典
型
的
な
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
信
仰
を
構
成
す
る
認
識
、
感
情
、
意
志
の
諸
要
素
は
ま
さ
に
こ
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
そ
れ

ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
位
置
が
与
え
ら
れ
、
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五
　
ま
　
と
　
め

　
以
上
の
考
察
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
還
元
主
義
的
信
仰
論
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
間
存
在
や
自
己
の
全
体
性
、

そ
し
て
存
在
形
態
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
際
に
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
プ
ロ
セ
ス
は
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

を
理
解
す
る
た
め
の
発
冤
的
モ
デ
ル
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
モ
デ
ル
の
長
所
と
短
所
を
確
認
し
て
お
く

こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
長
所
で
あ
る
が
、
こ
の
信
仰
論
の
モ
デ
ル
は
信
仰
が
欄
人
（
読
者
個
人
）
の
主
体
性
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
点



で
、
近
代
的
な
個
人
主
義
を
背
景
と
し
た
近
代
人
に
お
け
る
信
仰
の
在
り
方
を
捉
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
現
代
人
の
信

仰
の
重
要
な
特
性
を
解
明
で
き
る
と
い
う
点
が
こ
の
モ
デ
ル
の
長
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
依
拠
し
た

信
仰
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
も
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
信
仰
形
成
に
お
け
る
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
の
意
義
の
一
面
的
な
強
調
は
、
共

同
体
的
な
祭
儀
・
礼
拝
か
ら
個
々
人
に
お
け
る
黙
読
へ
と
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
成
立
の
場
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
書
を
も

っ
ぱ
ら
読
む
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
評
価
す
る
と
い
う
傾
向
を
容
易
に
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
，
本
来
聖
書
は
読
ま
れ
る
も
の
と
い
う
よ

り
も
朗
読
を
通
し
て
聴
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
神
の
言
葉
は
第
】
に
聴
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
失

わ
れ
る
危
険
性
が
こ
こ
に
生
じ
る
。
こ
の
場
合
、
聖
書
は
神
の
言
葉
と
い
う
よ
り
も
、
聖
書
研
究
の
対
象
と
化
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
も

は
や
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
生
成
し
な
い
。
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
一
面
的
に
偏
っ
た
信
仰
理
解
の
問
題
点
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
う
し

た
問
題
点
の
指
摘
は
本
論
文
の
信
仰
論
を
テ
キ
ス
ト
読
解
以
外
の
諸
要
素
と
の
関
係
性
に
お
い
て
さ
ら
に
展
開
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
う
し
た
問
題
連
関
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
行
為
を
モ
デ
ル
と
し
た
信
仰
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

の
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
含
め
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
理
解
に
対
し
て
重
要
な
貢
献
を
行
う
こ
と
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
以
上
の
指
摘
の
他
に
も
少
な
か
ら
ぬ
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
お
そ
ら
く
最
大
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
読
解
過
程
と
の
関
わ
り
で
ど
の
よ
う
に
記
述
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
一
定
程
度

理
解
で
き
た
と
し
て
も
、
で
は
そ
も
そ
も
こ
の
信
仰
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
、
信
仰
の
生
成
の
発
端
は
ど
の
よ
う
に
説
明
あ
る
い

は
理
解
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
ミ
メ
ー
シ
ス
2
に
お
い
て
指
摘
し
た
イ
メ
ー
ジ
形
成
が
信
仰
の
成
立
に
向
か
っ
て
具
体
的

に
展
開
さ
れ
る
の
は
い
か
に
し
て
か
、
そ
れ
は
偶
然
的
に
生
じ
る
の
か
、
あ
る
い
は
聖
霊
の
導
き
、
霊
感
に
よ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
つ
い

て
は
結
局
本
論
文
で
は
答
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
明
に
は
さ
ら
な
る
探
求
が
必
要
に
な
る
。
宗
教
言
語
と
そ
の
読
解

は
、
詩
的
言
語
（
狭
義
の
宗
教
現
象
に
属
さ
な
い
）
の
場
合
と
比
べ
て
決
定
的
に
ど
こ
が
異
な
る
の
か
（
あ
る
い
は
異
な
ら
な
い
の
か
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

い
う
点
も
こ
の
連
関
に
お
い
て
は
じ
め
て
論
じ
う
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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注

（
1
）
　
キ
リ
ス
ト
教
思
想
、
と
く
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
お
い
て
は
、
信
仰
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ス
コ
ラ
の
信
仰
概
念
i

h
こ
ω
の
（
義
脚
3
）
に
関
し
て
、
二
〇
叶
三
9
（
蓋
。
≦
一
Φ
鳥
ひ
q
⑦
）
、
器
ω
窪
ω
島
（
9
。
ω
ω
Φ
葺
）
、
ゆ
費
。
冨
（
『
¢
ω
¢
の
三
つ
の
構
成
要
素
を
区
別
す
る
議
論
な
ど
が
そ

　
の
代
表
で
あ
る
…
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
り
、
例

　
え
ば
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
こ
の
古
典
的
問
題
を
「
神
学
の
対
象
と
し
て
の
信
じ
ら
れ
る
信
仰
・
信
仰
内
容
（
ゆ
伍
①
ω
曾
器
。
お
＆
ε
じ
」
と
い
う
表
題
の
下
で

　
扱
っ
て
い
る
。
同
様
の
点
に
つ
い
て
は
、
オ
ッ
ト
の
著
書
も
参
照
。

　
閃
ぴ
駿
｝
類
a
』
自
瓢
ひ
q
巴
儲
謬
α
囚
H
9
σ
話
≦
」
≦
巳
｝
Φ
門
（
げ
房
瞬
）
”
§
恥
ミ
轟
帖
象
、
ミ
尊
国
墜
ミ
愚
蹴
ミ
鴨
艶
。
蕊
沁
帖
ミ
。
緊
切
触
ミ
ミ
騎
ミ
斜
旨
○
。
じ
d
■
竃
0
7
び
お
。
。
♪
Q
o
」
㌣
Q
。
軽
．

　
頃
①
凶
弓
陣
0
7
0
9
鵠
廿
ミ
麸
ミ
隷
魯
的
O
ミ
蟄
量
器
勉
O
ミ
§
§
δ
ミ
恥
§
焉
馬
§
ミ
ミ
貸
～
醤
軌
顕
彰
§
き
§
§
§
§
ミ
ミ
ミ
ミ
薦
貴
≦
陣
ω
ω
①
コ
ω
O
げ
2
。
粘
気
0
7
Φ
し
d
嬬
。
げ
ひ
q
①
ω
①
亭

　
　
　
ω
O
げ
潜
h
戸
一
り
㊤
♪
ψ
朝
学
①
P

（
2
）
　
以
下
の
議
論
は
次
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
信
仰
論
に
依
拠
し
て
い
る
。
ま
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
信
仰
論
に
依
拠
し
つ
つ
信
仰
を
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て

　
ヘ
イ
グ
の
著
書
を
、
現
代
神
学
に
お
け
る
信
仰
論
の
状
況
に
関
し
て
は
オ
ッ
ト
編
集
の
文
献
を
参
照
。

　
℃
鋤
巳
↓
≡
剛
O
貫
導
嵩
ミ
謎
a
ミ
隷
ミ
軸
お
鶏
」
冥
℃
餌
巳
6
臨
一
8
『
さ
§
ミ
創
憂
獅
鋤
Φ
○
歪
旨
Φ
機
－
お
。
。
○
。
’

　
驚
O
ひ
q
曾
頃
9
ρ
薦
葺
”
ω
噸
y
導
起
ミ
遷
怨
。
ウ
ミ
§
偽
ミ
§
勺
p
ユ
巳
凶
ω
け
℃
「
Φ
諺
，
一
㊤
㊤
ρ
℃
℃
．
属
ム
○
◎
e

　
笛
①
ぎ
嵩
。
げ
○
欝
（
冨
ω
ひ
Q
シ
b
鷺
》
ミ
ミ
O
適
織
塁
O
ミ
ミ
書
劣
■
留
欝
§
ミ
蹄
ら
、
N
“
§
俺
ミ
薦
に
§
軌
q
臥
ミ
簿
ミ
壽
u
内
釜
蝶
N
＜
Φ
二
p
o
σ
q
－
お
謁
e

（
3
）
　
知
識
あ
る
い
は
命
題
と
信
仰
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。

　
≦
O
剛
爵
餌
簿
勺
餌
コ
瓢
Φ
コ
σ
①
蹟
”
壽
毎
Q
越
ら
、
N
ミ
艀
ミ
S
篭
鳴
～
§
職
嘘
周
恥
ミ
禽
壁
ω
二
年
片
巧
言
O
＜
禽
冨
ひ
q
”
6
刈
メ
ω
■
ω
㍗
お
．

　
〉
葺
げ
O
冨
鴇
隊
Φ
欝
謬
ざ
奪
ミ
討
象
帖
ミ
㌔
瞭
偽
e
恥
§
、
書
ミ
ミ
8
愚
電
ミ
沁
ミ
蒔
帖
。
誤
○
×
8
a
¢
解
く
．
℃
器
ω
μ
ら
旨
・

（
4
）
　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
絶
対
依
存
の
感
情
扁
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
究
極
的
関
心
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
次
の
文
献
お

　
よ
び
『
信
仰
論
聴
の
編
集
者
レ
デ
カ
ー
の
指
摘
を
参
照
。
な
お
、
シ
ェ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
信
仰
概
念
に
関
す
る
噌
宗
教
論
㎞
と
『
信
仰
論
㎞
と
に
お

　
け
る
変
化
に
関
し
て
は
、
バ
ネ
ン
ペ
ル
ク
が
簡
潔
な
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

　
℃
Q
巳
↓
凹
≡
o
互
毎
§
ミ
這
焦
Q
N
薗
も
・
、
貯
壽
§
ミ
亀
鈍
㌧
ざ
ミ
謎
辱
氏
§
帯
賢
壽
職
ミ
窺
§
勇
戦
ら
O
蔚
§
砺
ミ
穿
装
§
職
ミ
蹄
§
（
㊦
α
■
σ
《
0
9
ユ
国



　
　
　
b
d
冨
簿
①
巳
”
G
o
一
ヨ
O
欝
働
雷
ロ
ω
O
げ
‘
ω
器
び
δ
謁
讐
℃
O
■
お
？
心
O
日

　
嗣
≦
9
δ
昌
言
勾
Φ
山
Φ
ド
Φ
お
O
δ
閃
昌
叶
ω
3
げ
ロ
コ
ひ
Q
α
興
○
冨
蛋
げ
①
昌
ω
δ
げ
冨
ω
〇
三
Φ
δ
「
ヨ
9
0
げ
興
ρ
ぎ
”
閃
■
ω
O
匡
口
無
二
四
〇
げ
Φ
が
b
ミ
ら
鳶
薗
的
妹
勘
ら
諒
恥
O
ミ
ミ
書
聖
§
譜
織
恥
§

　
　
　
O
ミ
遮
魯
警
§
§
憶
恥
ミ
ミ
駐
忠
§
≧
§
壽
雪
焼
§
多
智
§
§
§
毫
髪
恥
§
薦
鳴
無
御
句
国
房
8
「
り
ご
餌
昌
飢
（
写
ω
o
q
■
〈
’
冥
胃
戯
づ
濁
Φ
銭
①
評
興
）
”
価
Φ
O
毎
旨
Φ
昌

　
　
　
一
㊤
①
ρ
G
o
．
×
×
×
緊
×
×
×
目
■

　
芝
。
環
げ
費
酔
勺
国
コ
コ
Φ
づ
σ
Φ
蹟
”
ぎ
ミ
鳴
謹
鳴
8
ミ
q
ミ
鳴
蹴
ミ
蕊
§
鳴
雲
路
恥
蛙
貸
躇
ミ
蹄
q
ぎ
蕊
寒
Q
ミ
融
紺
§
b
鴨
ミ
諸
彦
ミ
蕊
鉢
§
雪
白
ミ
町
ミ
§
§
瀞
恥
鳩
ミ
の
N
ミ

　
　
　
寒
惑
黛
遣
蹴
§
、
～
§
、
＜
恥
欝
α
Φ
鋤
び
O
Φ
O
腎
俸
榊
H
O
O
メ
ω
．
爵
為
O
．

（
5
）
錆
舞
ミ
峡
沖
鳶
§
勲
§
q
ミ
ミ
』
轟
象
潟
忌
ハ
尽
§
爵
8
ぐ
鳶
寝
』
舞
寒
ミ
愚
ハ
野
ミ
。
へ
駐
q
ミ
奪
』
舞
窯
ミ
忌
ハ
馬
§
き
ハ
8
畔

　
　
カ
ル
デ
ィ
ア
、
プ
シ
ュ
ケ
ー
、
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
、
イ
ス
キ
ュ
ー
ス
の
意
味
に
つ
い
て
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
通
常
よ
く
用
い
ら
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
辞
典

　
で
容
易
に
確
認
可
能
で
あ
る
。

　
霜
巴
叶
興
ゆ
鋤
二
Φ
き
§
ミ
さ
ミ
q
譜
N
ミ
ミ
さ
ミ
恥
嵩
§
も
・
ミ
§
恥
§
斜
ρ
〈
α
岳
σ
q
旨
Φ
¢
σ
Φ
p
。
皆
皿
け
①
8
＞
錬
冨
伽
q
の
く
O
旨
多
多
け
二
β
島
ゆ
費
σ
碧
国
〉
ξ
謬
匹
，
島
Φ
○
凄
旨
①
さ

　
　
　
お
。
。
o
◎
■

（
6
）
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
宗
教
論
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
邦
訳
さ
れ
た
マ
ル
コ
ム
の
研
究
書
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

　
ュ
タ
イ
ン
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
の
内
的
連
関
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
両
者
に
と
っ
て
宗
教
あ
る
い
は
信
仰
と
は
、
生
の
事
柄
、
情
熱
の
事
柄
で

　
あ
る
。

　
Z
O
「
ヨ
餌
轟
言
巴
O
O
H
ヨ
（
①
9
σ
鴇
勺
Φ
け
興
甫
ぎ
O
ε
”
§
、
磯
鳴
お
。
っ
鷺
§
、
墨
蕊
、
碍
ご
器
魅
O
§
妹
黛
ミ
恥
ミ
西
O
O
厭
ロ
①
昌
d
鉱
く
■
℃
話
ω
ω
”
6
¢
♪
O
O
．
下
ひ
o
Q
Q
■

（
7
）
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
論
を
議
論
す
る
に
は
、
一
九
九
七
年
よ
り
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
批
判
的
新
版
全
集
を
は
じ
め
と
す
る
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
原
典

　
に
依
拠
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
論
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
専
門
研
究
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
や
は
り
現
在
進
行

中
の
英
訳
全
集
に
よ
っ
て
引
用
を
行
い
、
本
文
中
の
引
用
に
つ
い
て
は
以
下
に
示
す
英
訳
の
ペ
ー
ジ
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
原

典
に
基
．
つ
く
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
論
に
つ
い
て
は
次
の
山
本
忠
義
論
文
を
参
照
し
た
。

　
o
り
§
Φ
昌
緊
δ
『
貯
Φ
α
q
四
p
。
『
匹
（
Φ
9
鋤
轡
α
終
．
ぴ
《
寓
O
≦
餌
「
α
く
．
寓
O
昌
α
q
⇔
ロ
α
国
島
鋤
9
0
出
。
国
O
昌
α
q
）
”

　
　
　
　
　
》
§
鳴
盟
簿
蕊
q
総
ミ
謡
ざ
b
§
き
㌧
℃
吋
ぎ
。
Φ
ε
ロ
¢
訊
く
甲
℃
器
ω
ω
－
δ
o
。
P

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語

六
九
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’
㌔
ミ
Q
勘
融
§
O
譜
薗
。
・
獄
貸
ミ
§
℃
『
ヨ
8
8
コ
¢
三
く
墜
℃
吋
Φ
。
。
ω
－
阿
り
り
一
尋

　
山
本
忠
義
、
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
宮
己
の
定
義
扁
に
つ
い
て
」
（
『
基
督
教
学
研
究
』
第
9
号
）
京
都
大
学
基
督
教
学
会
、
一
九
八
六

（
8
）
　
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
関
連
し
た
宗
教
言
語
論
の
研
究
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
り
、
こ
こ
で
個
々
の
研
究
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ

　
る
。
し
か
し
、
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
出
版
さ
れ
現
在
で
は
こ
の
種
の
研
究
テ
ー
マ
に
と
っ
て
古
曲
ハ
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
て

次
の
三
つ
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
隠
喩
論
に
関
連
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
を
参
照
。

　
一
p
。
嵩
日
勾
簿
ヨ
も
。
①
ざ
田
鰻
耐
皆
器
皿
霜
蕊
鵯
へ
轟
賢
》
謡
穿
慧
等
§
ミ
き
亀
躇
黛
§
8
書
劣
ミ
ミ
N
§
舞
ω
Ω
≦
勺
冨
ω
。
。
層
お
ミ
■

　
一
〇
ヨ
ζ
ρ
8
爵
旨
囲
ρ
O
ミ
・
羅
N
酔
あ
壽
睡
§
§
凡
§
職
§
ミ
ミ
鳴
卜
貸
亮
ミ
§
§
職
卜
武
勘
ミ
§
8
へ
。
堕
M
8
げ
①
ω
Φ
9
。
9
受
話
①
ω
ω
レ
の
露
（
H
㊤
謬
）
◆

　
ぴ
曽
コ
σ
q
儀
。
障
○
箪
（
①
ざ
〉
§
嵩
帖
誌
ミ
鳴
ミ
ミ
鳩
、
ミ
§
猟
§
誌
沁
§
鳴
ミ
ミ
黛
偽
。
脳
卜
黛
壽
ミ
鍵
魯
H
雛
島
鋤
路
⇔
℃
◎
一
凶
。
。
＼
窯
①
≦
尾
。
誉
レ
㊤
①
¢

　
芦
名
定
道
、
「
隠
喩
と
神
学
的
実
在
論
」
（
隅
基
督
教
学
研
究
騙
第
1
3
号
）
京
都
大
学
基
督
教
学
会
、
一
九
九
二

　
　
な
お
、
信
仰
を
め
ぐ
る
パ
ウ
ロ
の
ロ
ー
マ
書
一
〇
章
一
四
～
一
七
節
の
有
名
な
議
論
（
「
共
同
体
・
派
遣
専
宣
教
↓
聞
く
占
信
じ
る
↓
共
蛇
体
」
と
い

　
う
｝
連
の
連
関
）
か
ら
判
断
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
言
語
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
上
で
、
信
仰
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
と
の
関
連
で
分
析
す
る

　
こ
と
が
、
今
後
の
研
究
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
引
用
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
注
7
を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
先
に
論
じ
た
町
死
に
至
る
病
㎞
の
自
己
論
と
の
関
連
で
信
仰
か
ら
形
態

　
へ
の
議
論
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
つ
と
も
適
し
た
文
献
と
し
て
凹
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
魎
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

（
1
0
）
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
共
通
の
問
題
意
識
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
形
態
化
、
生
の
全
体
性
の
事
柄
と
し
て
論
じ
て
い
る
思
想
家
と
し
て
ボ
ン
ヘ

　
ッ
フ
ァ
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
の
隅
キ
リ
ス
ト
に
従
う
舳
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
論
を
キ
リ
ス
ト
論
（
キ
リ
ス
ト
の
形
姿
（
U
器
。
ご
剛
匡
○
ず
鼠
ω
ε
や

　
仲
介
港
キ
リ
ス
ト
の
問
題
）
や
形
態
化
の
倫
理
学
へ
と
展
開
す
る
上
で
興
味
深
い
。

　
】
）
冷
需
凶
9
し
ご
。
雛
げ
8
ゑ
密
、
”
〉
果
汁
ミ
q
曹
（
耳
。
・
ひ
q
．
く
．
ζ
p
δ
醇
剛
嵩
深
器
需
①
償
5
鳥
＝
ω
①
8
α
鳥
¢
”
○
冨
●
H
診
凶
ω
駿
く
㊦
ユ
曽
ぴ
q
－
お
○
。
P
ω
．
心
？
①
メ
○
。
刈
－
㊤
μ
b
。
竃
睾
○
。
9
■

（
1
1
）
　
こ
の
問
題
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
の
対
比
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
性
格
を
論
じ
る
際
に
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
る
も

　
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
の
限
定
さ
れ
た
問
題
連
関
に
お
い
て
十
分
な
指
摘
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
や
ギ
リ
シ
ャ
を

　
視
野
に
入
れ
つ
つ
こ
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
次
の
論
文
は
興
味
深
い
。



　
並
木
浩
一
、
「
視
覚
表
現
に
お
け
る
古
代
的
特
色
ー
ホ
荏
田
ス
・
ウ
ガ
リ
ト
文
学
・
旧
約
聖
書
－
偏
（
『
旧
約
聖
書
に
お
け
る
社
会
と
人
間
』
、
下
文
館
、

　
　
　
｝
九
八
二
）

（
1
2
）
　
こ
の
想
像
力
・
構
想
力
の
問
い
は
カ
ン
ト
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
い
た
る
神
を
め
ぐ
る
問
い
の
展
開
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
を
参
照
。

　
芦
名
定
道
、
町
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
弁
証
神
学
の
挑
戦
』
（
石
文
社
、
一
九
九
五
）
二
五
二
一
二
五
七
頁

（
1
3
）
　
こ
の
問
題
と
の
連
関
で
次
の
拙
論
を
参
照
。

芦
名
定
道
、
「
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
終
電
論
の
可
能
性
」
（
『
基
督
教
学
研
究
』
第
1
8
号
、
京
都
大
学
基
督
教
学
会
）
一
九
九
八
、
二
三
〇
頁

　
　
　
注
二

（
1
4
）
　
こ
れ
は
正
典
と
し
て
の
聖
書
の
成
立
と
そ
の
翻
訳
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
川
建
三
、
『
書
物
と
し
て
の
新
約
聖
書
㎞

　
（
勤
草
書
房
、
一
九
九
七
）
の
特
に
四
九
一
一
五
〇
一
頁
を
参
照
。

（
1
5
）
　
二
十
世
紀
の
新
約
聖
書
学
の
合
意
事
項
と
そ
の
近
代
聖
書
学
に
お
け
る
前
史
に
関
し
て
は
、
以
下
の
ボ
ー
グ
の
文
献
を
参
照
。
な
お
、
本
論
は
ボ
ー

グ
の
議
論
か
ら
枠
組
み
を
借
用
し
て
い
る
が
、
個
々
の
内
容
に
つ
い
て
は
ボ
ー
グ
か
ら
離
れ
た
議
論
を
含
ん
で
い
る
。

　
鼠
9
。
円
ロ
ω
い
b
u
o
蹟
”
奮
霧
§
8
嵩
紺
§
o
ミ
越
曽
ぎ
ミ
誘
面
骨
↓
『
ぎ
幽
く
勺
「
Φ
ω
ω
H
葺
Φ
琶
四
二
〇
野
田
w
ド
の
り
倉
O
P
G
。
－
㎝
●

　
　
　
　
　
－
↓
『
①
出
一
ω
8
ユ
。
巴
0
り
S
匹
《
o
眺
密
ω
二
ω
昌
昌
匹
0
貯
δ
口
餌
づ
○
鴨
凝
ぎ
ρ
ぎ
…
色
男
。
島
｝
．
じ
d
O
村
ひ
q
（
Φ
臼
）
噸
各
戸
蕊
ミ
吋
O
◎
9
乏
Φ
ω
θ
く
同
①
≦
量
器
m
ρ
一
㊤
Φ
メ

　
　
　
O
O
■
一
鷲
1
一
ミ
．

（
1
6
）

　20

）

　　　　　　　　　　　

19　18　17
）　　　　）　　　　）

因
襲
儀
。
罵
b
σ
巳
け
巳
妙
富
算
9
Φ
㍑
び
Φ
話
一
Φ
↓
冨
。
同
。
α
q
δ
¢
月
面
虫
Φ
嘗
部
伽
q
ω
8
昏
8
一
〇
α
q
凶
ω
3
①
b
口
Φ
≦
Φ
ぴ
q
二
誰
ひ
q
H
8
♪
ヨ
…
O
ミ
§
§
ミ
詰
駄
惑
誘
、
罫
§
．
穿
瓠
ミ

寒
蕊
9
旨
○
じ
d
■
冨
0
7
が
H
Φ
α
○
。
「
ω
■
P

同
σ
己
　
ω
■
H
Q
◎
■

　
　
．
噌

圃
仁
匹
。
開
切
巳
け
ヨ
拶
コ
P
§
恥
ミ
白
目
魯
的
さ
ミ
§
§
恥
ミ
ミ
§
冷
温
ρ
b
u
謡
≦
◎
訂
㍉
逡
○
。
（
竈
。
◎
蒔
）
矯
ω
」
h

カ
ロ
島
。
開
b
J
ロ
犀
ヨ
鋤
昌
員
斎
的
謎
M
旨
ρ
じ
d
■
寓
。
耳
レ
8
①
（
H
り
Q
。
。
。
ア
ω
」
O
．

≧
σ
Φ
詳
ω
畠
≦
Φ
凶
9
Φ
メ
b
携
さ
匂
鴇
§
凡
ミ
学
ミ
乾
溜
卜
鳴
ミ
§
韓
書
§
ミ
ψ
ミ
ミ
紹
薄
霧
§
軌
卜
＆
§
の
腎
。
・
ミ
こ
■
ρ
o
d
．
鼠
。
訂
」
8
H
（
目
8
①
）
層
ω
高
刈
凸

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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二

（
2
1
）
　
駁
冨
霧
b
d
2
σ
q
Φ
お
§
》
ミ
創
嵩
晦
ミ
織
、
冒
ぎ
蕊
蕊
塁
b
ミ
む
ミ
躇
国
§
叙
老
恥
ミ
薦
暗
§
恥
ミ
Q
ミ
§
建
賢
論
鷺
～
ミ
§
勲
O
器
雛
く
Φ
ユ
9
ぴ
q
」
8
メ
G
Q
．
。
。
一
．

（
2
2
）
　
新
し
い
史
的
イ
エ
ス
を
め
ぐ
る
聖
書
学
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
注
1
5
で
引
用
し
た
ゆ
。
蹟
ロ
リ
O
出
矯
わ
や
ω
ム
刈
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
「
イ
エ
ス
・

　
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
方
法
論
的
基
礎
を
め
ぐ
る
新
し
い
動
き
は
ド
イ
ツ
の
新
約
学
会
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
そ
の

点
に
つ
い
て
は
、
次
の
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
マ
ッ
ハ
ー
編
集
の
論
文
集
を
参
照
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
と
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
の
多
く
が

神
学
部
の
枠
組
み
の
外
（
非
キ
リ
ス
ト
系
の
学
部
）
で
活
動
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
新
約
学
者
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
の
密
接
な
関
わ
り
を

　
保
持
し
て
い
る
点
な
ど
に
関
連
し
て
様
々
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
相
違
を
超
え
て
イ
エ
ス
研
究
（
福
音
書
研
究
）
が
二
十
世
紀
を
そ

　
の
七
〇
年
代
ま
で
規
定
し
て
い
た
枠
組
み
の
問
い
直
し
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
際
に
知
恵
の
モ
チ
ー
フ
が
前
面
に
現
れ
て
い
る
こ
と
に
お

　
い
て
同
一
の
事
態
が
指
摘
で
き
る
。

　
勺
簿
曾
Q
D
2
三
ヨ
山
。
ぴ
2
（
①
儀
．
）
”
ミ
ミ
O
o
愚
災
匙
嵩
織
ミ
鴨
O
o
愚
Q
む
㌧
芝
凶
三
二
ヨ
ゆ
・
両
Φ
a
ヨ
9
0
謬
勺
煽
σ
嵩
筈
ヨ
ぴ
q
O
g
H
り
逡
（
δ
◎
。
Q
。
y

（
2
3
）
　
知
恵
の
教
師
イ
エ
ス
へ
の
強
調
点
の
移
行
は
二
十
世
紀
の
イ
エ
ス
研
究
を
規
定
し
て
い
た
黙
示
文
学
的
終
朝
論
の
宗
教
家
と
い
う
史
的
イ
エ
ス
に
っ

　
い
て
の
合
意
事
項
が
相
対
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
現
在
の
イ
エ
ス
研
究
で
は
次
の
合
意
（
？
）
に
向
け
て
、
様
々
な
視
点
が
提
出
さ
れ
つ
つ

　
あ
る
。
論
者
自
身
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
宗
教
言
語
論
の
立
場
か
ら
イ
エ
ス
の
誓
え
を
研
究
し
て
き
た
者
と
し
て
、
こ
の
知
恵
の
モ
チ
ー
フ
に
注
目
す
る

　
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
の
1
5
と
2
2
の
文
献
の
他
に
、
次
の
ク
ロ
ッ
サ
ン
の
研
究
を
参
照
。
な
お
、
ク
ロ
ッ
サ
ン
の
主
張

　
を
知
る
に
は
注
1
5
の
ボ
ー
グ
編
集
の
論
文
集
所
収
の
ク
ロ
ッ
サ
ン
の
論
文
が
便
利
で
あ
る
。

　
一
〇
び
嵩
U
o
ヨ
ぎ
8
0
δ
。
。
鍵
P
§
軸
ミ
切
ミ
篭
§
、
蛍
ミ
⇔
■
ミ
ミ
ト
魯
ミ
黛
ミ
ミ
辞
検
ミ
壽
§
蕊
鳶
ミ
⑦
詠
ミ
塗
輿
遮
酬
＝
餌
6
興
ω
臼
。
謬
閃
轟
づ
。
圃
ω
8
㍉
り
り
H
■

　
　
　
　
　
”
富
蕊
．
》
沁
偽
§
ミ
職
。
謡
§
電
鴨
ざ
伽
§
“
酵
瓢
四
6
2
ω
妙
p
司
沼
江
雛
。
凶
ω
o
ρ
お
露
．

　
　
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
聖
書
学
に
お
け
る
知
恵
の
教
師
へ
の
注
隠
（
例
え
ば
ヘ
ン
デ
ル
）
に
つ
い
て
は
、
注
2
2
の
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
マ
ッ
ハ
i
編
集
の
論
文
集

　
所
収
の
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
マ
ッ
ハ
ー
論
文
に
お
い
て
、
「
イ
エ
ス
か
ら
弟
子
た
ち
を
経
て
復
活
後
の
教
会
へ
至
る
一
連
の
伝
承
と
伝
承
の
受
け
渡
し
と
を
ラ

　
ビ
の
伝
統
と
の
類
比
で
見
る
扁
と
い
う
構
想
と
の
関
連
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
（
℃
P
甲
亦
⊃
㎝
）
。

（
2
4
）
　
こ
の
点
で
も
っ
と
も
注
欝
す
べ
き
は
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
マ
ッ
ハ
ー
ら
に
よ
る
聖
書
神
学
の
構
想
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注
2
2
の
論
文
集
所
収
の

　
二
つ
の
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
論
文
を
参
照
。
ま
た
、
こ
の
構
想
の
鞍
懸
化
と
し
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。



　
唱
再
興
の
貯
匡
ヨ
艶
。
冨
び
ミ
ミ
詠
昏
蒙
竈
題
誌
皆
憂
〉
醇
ミ
§
録
ミ
ミ
§
舜
ミ
’
N
O
ミ
§
職
婁
薦
ミ
§
書
器
§
壽
ミ
勘
趣
く
鋤
コ
氏
①
昌
7
0
8
穿
俸
押

　
　
ド
O
㊤
卜
。
．

（
2
5
）
　
新
し
い
イ
エ
ス
像
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
（
ク
ロ
ッ
サ
ン
、
マ
ッ
ク
、
ボ
ー
グ
な
ど
）
の
議
論
で
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
が
象
徴
や
言
語
、

あ
る
い
は
神
話
の
問
題
と
の
密
接
な
連
関
に
お
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
新
し
い
イ
エ
ス
研
究
の
母
体
の
一
つ
が
、
六
十

年
代
か
ら
盛
ん
に
な
る
「
イ
エ
ス
の
囲
え
」
に
つ
い
て
の
新
し
い
言
語
論
的
研
究
の
蓄
積
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
し
い
イ
エ
ス

研
究
を
リ
ー
ド
す
る
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
ク
ロ
ッ
サ
ン
は
構
造
主
義
な
ど
の
新
し
い
文
学
批
判
の
方
法
論
を
イ
エ
ス
の
番
え
に
適
用
し
た
先
駆
的
な
新

約
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
囲
え
と
密
接
に
関
わ
る
象
徴
、
イ
メ
ー
ジ
、
神
話
を
人
間
の
現
実
理
解
と
の
関
わ
り
で
論
じ
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
は
、

ボ
ー
グ
、
マ
ッ
ク
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
マ
ッ
ク
の
誉
い
方
を
借
り
れ
ば
イ
エ
ス
像
の
転
換
は
キ
リ
ス
ト
教
的
神
話
形
成
の
問
い
と
密
接

　
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
＜
【
9
「
2
0
。
9
b
ご
。
碍
”
蛍
器
§
8
蕊
欝
愚
。
§
還
逡
ぎ
ミ
誘
目
皿
↓
二
三
蔓
℃
吋
Φ
ω
ω
H
艮
①
ヨ
鉾
δ
コ
巴
し
㊤
㊤
倉
℃
℃
．
旨
刈
山
ω
O
．

　
b
d
繧
8
昌
じ
ζ
p
。
o
ぎ
ミ
ぎ
ぎ
鷺
四
型
鴨
ミ
ミ
§
切
ミ
§
§
初
寒
恥
さ
ミ
蕊
晦
ミ
妹
諒
帖
Q
男
舞
無
勢
謡
さ
欝
頃
胃
℃
興
ω
山
気
閃
鑓
滞
陣
ω
o
P
H
8
9
0
0
」
－
一
9

　
　
誤
ら
9
b
Q
誤
－
○
◎
一
P

（
2
6
）
　
リ
ク
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
と
慰
え
研
究
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。
な
お
、
リ
ク
ー
ル
の
隠
喩
論
あ
る
い
は
テ
キ
ス
ト
解
釈
学

　
の
聖
書
学
へ
の
影
響
は
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
を
中
心
に
広
範
に
見
ら
れ
る
。

℃
勉
巴
霞
O
O
①
舞
鳩
じ
ご
管
嵩
。
巴
H
葺
Φ
壱
お
富
賦
o
b
」
震
塞
鼻
一
ミ
9

　
　
　
　
早
急
ω
け
曾
貯
α
q
8
昏
Φ
℃
巽
蝉
σ
一
Φ
o
剛
｝
Φ
ω
誘
㍉
臣
O
げ
胃
δ
の
国
．
菊
＄
α
q
p
ジ
U
簿
く
凱
ω
器
≦
山
詳
（
Φ
山
シ
§
鳴
き
疑
8
愚
電
旦
ミ
ミ
謁
跨
。
§
メ
郎
§

　
　
毎
ミ
ぎ
、
§
ミ
§
ミ
¢
幕
㌧
u
ご
＄
8
つ
勺
『
Φ
ω
ω
㍉
㊤
刈
。
。
’

（
2
7
）
　
リ
ク
ー
ル
の
三
重
の
ミ
メ
ー
シ
ス
に
関
し
て
は
以
前
に
拙
論
「
宗
教
的
認
識
と
新
し
い
存
在
」
（
『
哲
学
研
究
』
第
五
五
九
号
一
九
九
三
年
）
に
お
い

　
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
（
新
し
い
存
在
と
イ
エ
ス
の
形
姿
の
問
題
）
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
た
が
、
本
論
文
は
こ
の
先
の
論
文
の
い
わ
ば
続
編
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
回
は
「
イ
エ
ス
の
懸
え
鳳
を
具
体
的
に
扱
う
た
め
に
聖
書
学
の
問
題
と
の
関
連
を
よ
り
意
識
し
て
議
論
を
行
っ
た
。
な
お
、

イ
エ
ス
の
慰
え
に
関
す
る
同
様
の
問
題
設
定
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
宮
本
久
雄
、
『
福
音
書
の
言
語
宇
宙
　
他
者
・
イ
エ
ス
・
全
体
主
義
』
（
岩
波
書
店

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
言
語

七
三



哲
学
研
究
　
第
五
菖
六
十
八
号

七
四

　
一
九
九
九
年
）
も
参
照
。

（
2
8
）
　
菊
瓢
α
o
鋸
b
d
巳
近
日
侮
昌
P
U
餌
。
。
℃
8
三
①
ヨ
島
2
譲
Φ
醤
お
嵩
①
暮
節
■
お
α
O
”
ぎ
”
O
ミ
袋
富
裁
§
ミ
§
お
㌧
簿
偽
§
ぎ
鳴
蹄
ミ
建
日
野
一
■
ρ
b
u
．
　
≦
0
7
5
お
認

　
　
　
（
お
①
○
◎
）
闇
ω
．
器
刈
●

（
2
9
）
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
ミ
メ
ー
シ
ス
概
念
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
に
お
け
る
リ
ク
ー
ル
自
身
の
説
明
あ
る
い
は
次
の
研
究
書
を
参
照
。

　
勺
拶
巳
空
8
①
霞
”
§
§
砺
ミ
℃
§
帖
㌧
§
§
偽
ト
㊥
感
甑
。
器
晋
ω
Φ
巨
レ
㊤
。
。
ω
も
や
。
。
？
お
O
■

杉
村
靖
彦
、
噸
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
思
想
　
意
味
の
探
求
嚇
（
翻
文
社
、
一
九
九
八
年
）
九
三
一
一
〇
四
頁
。

（
3
0
）
　
こ
う
し
た
イ
エ
ス
の
懸
え
（
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
を
含
め
て
）
に
関
連
し
た
歴
史
的
情
報
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
慰
え
研
究
書
か
ら
多
く
の
点

　
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
以
下
に
論
じ
る
聴
衆
の
反
応
に
関
し
て
は
フ
ァ
ン
ク
の
研
究
を
参
照
し
た
。

　
匂
○
餌
O
㌶
ヨ
一
Φ
お
ヨ
㌶
ω
讐
b
貯
O
鳶
凡
ら
為
ミ
跨
驚
鳶
。
っ
罫
く
鋤
コ
亀
①
瓢
ず
O
①
O
窯
出
画
一
㊤
o
◎
幽
（
一
㊤
ミ
Y

　
獅
O
ぴ
Φ
答
≦
．
閃
＝
乱
（
冒
尋
鳶
ミ
翁
ミ
N
駄
、
蕊
ミ
N
題
．
窓
篭
目
恥
ミ
ミ
Q
寒
⇔
t
§
晦
貯
§
ミ
錬
ぎ
ミ
職
O
§
局
O
貰
騰
Φ
ω
q
。
－
一
㊤
o
Q
b
⊃
”
O
ワ
N
Φ
1
認
．

　
≦
o
罵
ひ
q
節
コ
σ
q
国
p
ニ
ヨ
剛
ω
o
貫
b
龍
O
、
竃
忘
蕊
討
恥
爲
ミ
四
ミ
蕊
浅
藍
§
鳶
鴇
馬
b
＜
o
路
儀
Φ
欝
げ
。
㊦
o
罵
卿
拶
お
Q
。
㎝
－
ω
・
秘
露
一
b
o
O
b
◎
．

（
3
1
）
　
テ
キ
ス
ト
の
文
書
化
に
よ
る
最
初
の
語
り
の
状
況
か
ら
の
距
離
化
の
問
題
と
そ
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
に
と
っ
て
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
七
十
年
代
の

　
リ
ク
ー
ル
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
に
関
す
る
諸
論
文
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
文
献
を
参
照
。

　
勺
餌
三
朔
6
0
二
興
層
鼠
壁
愚
蒙
ミ
職
も
植
“
・
§
ミ
。
藁
曾
b
蹄
8
ミ
題
ミ
ミ
、
、
ミ
⑦
袋
愚
、
塁
黛
§
ミ
嵩
鱗
嚇
｝
お
月
①
×
自
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ω
Ω
表
乾
ω
二
m
嵩
¢
旨
く
段
ω
一
塁
勺
お
ω
ω
篇
ミ
①
－
℃
ウ

　
　
　
霧
ム
蒔
■

　
　
　
　
　
”
目
ぴ
㊦
7
2
ヨ
Φ
跡
①
⊆
二
〇
巴
貯
欝
〇
二
◎
づ
o
h
島
ω
3
溢
。
冨
賦
o
P
圃
嵩
藁
。
げ
冨
ζ
d
’
↓
ン
。
ヨ
℃
ω
o
コ
（
①
島
シ
ぎ
ミ
温
温
ら
ミ
国
§
寒
§
越
醤
§
職
窮
聯
、
、
引
田
§
幅
ミ
N

　
　
　
曾
帖
§
ミ
b
O
蜂
。
ヨ
び
村
こ
ひ
q
Φ
¢
三
く
碧
絵
蔓
℃
毒
ω
ω
－
お
Q
。
ど
O
戸
一
鍵
山
置
．

（
3
2
）
　
H
〈
冨
器
b
ご
①
お
①
5
穿
§
器
職
塁
〉
貯
§
篭
§
恥
ミ
ミ
鴨
藁
登
ρ
蝶
Φ
罵
①
卿
竃
①
《
Φ
び
お
ミ
（
掃
8
ご
噂
ω
噸
一
ド
．

（
3
3
）
　
イ
ー
ザ
ー
の
読
解
行
為
の
現
象
学
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。

　
≦
o
竃
α
q
節
欝
ぴ
q
圃
ω
Φ
さ
b
ミ
》
ミ
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題
卜
二
二
§
勉
§
s
篭
恥
奮
導
ミ
蹄
偽
、
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鳴
憶
葦
幕
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㊧
譲
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霊
三
（
噌
お
Q
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心
（
お
圃
9
・

　
カ
。
σ
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霧
○
類
。
置
ダ
隠
§
愚
識
Q
蕊
§
S
鳶
．
臥
ら
篭
欺
ミ
、
凡
ミ
さ
ミ
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馬
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〇
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①
匹
ぴ
q
ρ
お
Q
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繕
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o
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b
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山
O
有
望
刈
山
O
G
。
．



（
3
4
）
　
賄
え
の
逆
転
構
造
に
関
し
て
は
、
構
造
主
義
な
ど
の
方
法
論
を
イ
エ
ス
の
讐
え
に
適
用
す
る
試
み
の
中
で
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い

　
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
注
3
0
の
閃
§
汀
ロ
㊤
。
。
b
。
］
も
℃
．
ω
α
よ
窃
の
他
に
次
の
文
献
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
一
〇
げ
護
】
）
o
ヨ
一
凱
o
O
8
。
。
ω
鋤
P
詮
壽
ミ
ミ
舞
§
ミ
簿
ミ
色
見
§
ミ
⇔
貯
試
§
、
鳶
的
駐
、
頃
鋤
愚
Φ
『
卿
勾
。
ヨ
お
認
堕
O
P
白
山
卜
。
O
．

　
　
な
お
、
こ
う
し
た
構
造
分
析
に
よ
る
醤
え
の
逆
転
構
造
の
分
析
に
関
し
て
は
、
聴
衆
あ
る
い
は
読
者
が
そ
れ
を
認
識
し
、
ま
た
そ
の
驚
き
を
共
有
す
る

　
た
め
に
は
、
一
定
の
歴
史
的
知
識
（
先
行
理
解
）
が
前
提
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
に
留
意
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
懸
え
に
お

　
い
て
明
瞭
な
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
構
造
か
ら
自
然
に
驚
き
が
生
じ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
サ
マ
リ
ア
人
と
の
対
立
に
つ
い

　
て
の
知
識
を
有
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
果
た
し
て
読
者
は
イ
エ
ス
の
慰
え
が
最
初
の
語
り
の
状
況
で
引
き
起
こ
し
た
と
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
驚
き
を
理

　
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

（
3
5
）
　
聴
衆
に
対
す
る
読
者
の
共
感
に
つ
い
て
は
様
々
な
レ
ベ
ル
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
基
礎
に
は
、
聴
衆
に
対
す
る
読
者
の
自
然
な
同
一
化
が
存
在
す

　
る
。
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
八
章
三
　
節
「
真
理
は
あ
な
た
た
ち
を
自
由
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
て
、
イ
エ
ス
が
彼

を
信
じ
た
ユ
ダ
ヤ
人
（
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
）
に
対
し
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
読
者
は
こ
の
「
あ
な
た
た
ち
」
と
自
分
自
身
と
を
同
一
視

し
、
自
然
な
仕
方
で
こ
の
言
葉
を
霞
分
に
対
す
る
語
り
か
け
と
受
け
．
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
3
6
）
　
リ
ク
ー
ル
の
隠
喩
理
論
に
つ
い
て
は
注
8
の
拙
論
を
参
照
。

（
3
7
）
　
こ
の
共
に
食
車
を
囲
む
経
験
の
問
題
に
関
し
て
は
、
注
2
3
の
ク
ロ
ッ
サ
ン
の
文
献
、
9
0
。
。
ω
降
。
昌
ロ
㊤
縮
］
も
ロ
』
曾
－
b
。
①
♪
9
0
ω
ω
撃
［
一
〇
逡
］
も
切
．
8

－
置
を
参
照
。
終
末
論
の
中
で
問
わ
れ
た
神
の
国
と
こ
の
世
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
知
恵
の
文
脈
で
は
、
転
換
的
知
恵
（
既
存
の
秩
序
の
転
換
と
批

判
）
と
慣
習
的
知
恵
（
既
存
の
秩
序
の
保
持
と
正
当
化
）
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
8
）
　
「
説
教
－
聴
く
」
と
い
う
問
題
に
関
す
る
最
近
の
説
教
学
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
咽
神
学
』
（
東
京
神
学
大
学
神
学
会
）
四
八
－
五
五
号
所
収

　
の
山
口
隆
康
の
　
連
の
諸
論
を
参
照
。

（
3
9
）
　
聖
書
解
釈
は
ど
こ
で
最
終
地
点
に
到
達
し
た
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
解
釈
学
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
（
ガ
ダ
マ
ー
に
お
け
る
「
適
用
」
）
。

　
と
く
に
聖
書
解
釈
に
関
し
て
、
ペ
リ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
門
テ
キ
ス
ト
が
そ
れ
自
体
か
ら
語
る
の
を
許
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
解
釈
者
と
し
て

　
の
我
々
す
べ
て
の
努
力
は
、
究
極
的
に
そ
の
目
的
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
解
釈
学
の
理
論
や
そ
の
実
行
に
つ
い
て
何
か
は
か
の
こ
と
を
知
っ
て
い

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
讐
口
語

七
五
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る
の
と
同
様
に
重
要
な
こ
と
は
、
解
釈
者
が
自
ら
の
仕
事
が
ど
こ
で
終
わ
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」
。
本
論
文
の
言
い
方
で
言
え
ば
、

聖
書
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
は
ミ
メ
ー
シ
ス
3
に
お
け
る
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
最
終
地
点
ま
で
読
者
を
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
当
面
の
目
的
地
に
た
ど
り
着

　
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
Z
o
彗
ヨ
卿
コ
勺
Φ
霧
海
ジ
鳶
⇔
§
匙
蕊
叙
嚇
書
卜
縞
薦
黛
お
恥
ミ
ミ
恥
映
帖
選
。
§
．
硲
§
魯
ミ
貸
蕊
職
さ
§
ぎ
鳩
、
§
ミ
ミ
§
砺
ミ
§
§
、
き
欝
結
露
ミ
職
。
§
㌧
閃
。
再
厭
①
ω
ρ

　
　
　
お
刈
伊
℃
や
b
っ
9
歯
8
■

（
4
0
）
　
詩
的
言
語
と
宗
教
言
語
と
の
関
係
（
類
似
性
と
差
異
）
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
ほ
と
ん
ど
議
論
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
論
の
範
囲
で
言
え
ば
、

　
「
究
極
性
」
と
い
う
点
に
お
い
て
宗
教
言
語
の
際
だ
っ
た
特
徴
が
現
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
究
極
性
と
い
う
点
で
宗
教
を
詩
・
文

学
か
ら
区
要
す
る
と
い
う
議
論
は
、
究
極
性
か
ら
宗
教
を
規
定
す
る
議
論
を
前
提
に
し
て
お
り
、
循
環
論
法
を
免
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
含
め
今

後
宗
教
言
語
と
詩
的
言
語
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
そ
も
そ
も
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
概
念
規
定
す
る
の
か
（
広

義
に
か
狭
義
に
か
、
実
体
的
に
か
機
能
的
に
か
な
ど
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
本
論
の
よ
う
に
宗
教
を
形
式
性
に
お
い
て
議
論
す
る
場
合
に
は
、
宗
教
言

　
語
と
詩
的
言
語
と
は
、
実
体
的
に
で
は
な
く
、
機
能
的
に
区
別
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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existing　world　in　the　sense　that　all　the　determinations　are　the　transformations

of　Be呈ng．

Faith　in　Christianity　and　religious　language

by　Sadarr｝ichi　AsHINA

Associate　Professor　of　Christian　Studies

Graduate　School　of　Letters

Kyoto　University

　　What　is　faith？　What　is　the　basic　structure　of　faith？　IR　what　kind　of　dynamic

process　does　faith　become　real？　ln　this　paper，　we　aim　to　answer　these　questions

in　relation　to　christian　faith．

　　To　approach　．the　basic　structure　of　faith，　we　need　the　point　of　view　where

emotion，　knowiedge，　and　will　can　be　treated　integratively．　Faith　as　being

ultimately　concerned　is　a　centered　act　of　the　whole　personality．　lf　we　identify

faith　with　oRe　of　the　functions　which　constitute　the　whole　personality，　i．e．，

emotieR，　knowledge，　will，　the　meaning　of　faith　is　completely　distorted．　“Ulti－

mate　concern”　that　Tillich　says　is　the　terminQlogy　submitted　to　express　the

ho｝istic　structure　of　christian　faith．　ln　other　words，　faith　is　a　conversion　of

intentionality　in　self　from　our　habitual　ego　（sin）　to　the　true　ground　of　self　（Gpd），

and　the　dynamics　of　faith　is　nothing　else　than　the　process　of　this　conversion．

　　In　what　process　does　the　conversion　of　self’s　existence　become　real？　What　we

would　suggest　here　is　that　this　dynamics　of　faith　can　become　real　in　a　reading－

process　of　the　biblical　texts．　Thus，　it　is　tried　to　argue　the　dynamics　of　faith　by

describing　the　reading－process　of　the　biblical　texts．　lt　is　the　parable　of　‘［the　good

Samaritan”　that　is　taken　up．　The　conclusion　that　is　obtained　from　the　analysis

of　reading　“the　good　Samaritan”　is　as　follows．　The　dynamics　of　faith　is　a　new

formation　（Gestaltung）　of　life　in　the　process　which　consists　of　a　series　of　stages

from　Mimesis　1　to　Mimesis　3　by　way　of　Mimesis　2　in　the　act　of　reading．　ln　this

dynamic　process，　knowledge，　will，　and　emotion　which　are　three　elements　of　faith

2



or　personal　life　are　given　their　intrinsic　positions　and　related　mutually．

　　Mimesis　1　is　the　profiguration　of　the　Practical　field　of　a　reader，　i．e．，　the

pre－uRderstanding　of　the　world　of　action　presupposed　in　reading　the　biblical

texts．　Mimesis　2　is　characterized　as　the　textual　configuration　which　is　the　joint

work　of　the　text　and　the　reader．　Mimesis　3　means　the　refiguration　of　the

practicai　field　through　the　reception　of　the　Text－World，　which　is　a　conversion　of

reader’s　practical　world　by　way　of　the　interaction　of　two　horizons，　that　of　the

text　and　that　of　the　reader．

Spinoza　and　the　Disappearance　of　Subjectivity

by　Katsunori　M［ATsuDA

Associate　Professor　of　Philosophy

Hiroshima　Shudo　University

　　Descartes’　methodologica｝　procedure　of　doubting　even　evident　ideas　is　often

called　‘hyperbolic　doubt’．　The　purpose　of　this　paper　is　to　understand　the　core　of

Spinoza’s　criticism　of　hyperbolic　doubt　and　his　own　methodological　stance　in

contrast　with　that　of　Descartes．

　　Descartes’　method　is，　in　a　word，　externalistic．　Externalism　lies　in　prescription

or　ethics　for　gaining　a　special　point　of　view　from　which　to　reflect　on　all　our

beliefs　neutrally，　without　any　bias．　Such　an　extemalistic　point　of　view　might　be

called　‘subjectivity’，　according　to　Makoto　Yamamoto，　when　we　look　at　the

history　of　modern　philosephy　from　Descartes　to　Kant　to　Husserl．　Hyperbolic

doubt　is　a　concrete　version　of　externalism，　and　Descartes　aims　at　the　externalis一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

tic　point　of　view　or　subjectivity　by　doubting　even　evident　ideas　with　the　so－called

‘Deceiving　God’　hypothesis．

　　Spinoza’s　criticism　against　hyperbolic　doubt，　therefore，　is　to　be　interpreted　as

an　attack　on　the　Cartesian　effort　to　gain　an　external　point　of　view．　The　core　of

his　criticism　is　that　the　supposed　external　unprejudiced　point　of　view　is　nothing

but　an　illusion，　because　the　‘Deceiving　God’　hypothesis，　on　which　hyperbolic
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