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m
w
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(
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F己
注
σロ

|
|
セ

l
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
つ
い
て

深
井

智
朗

一
、
問
題
設
定

二
十
世
紀
末
に
至
つ
て
な
お
十
九
世
紀
の
デ
ン
マ
ー
ク
に
生
き
た
ひ
と
り
の
「
宗
教
的
著
述
家
」
、
す
な
わ
ち
セ

i
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ひ
と
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
の
思
想
の
再
発
見

ー
ル
の
思
想
が
読
み
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
理
由
を
、

と
い
う
出
来
事
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

W
・
エ
ラ

l
ト
は
既
に
一
九
二
一
年
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
・
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ぷ
。
神
学
の
領
域
を
見
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
神
学
に
お
け
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
か
ら
の
影
響
は
明
瞭
で

あ
じ
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
弁
証
法
神
学
と
呼
ば
れ
た
一
連
の
神
学
者
へ
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
へ
の
影
響
が
同
一
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味

で
は
な
い
が
、
「
時
と
永
遠
の
質
的
差
異
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
初
期
K
・
バ
ル
ト
や
そ
の
解
釈
学
の
う
ち
に
実
存
主
義
の
影
響
を
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
る

R
・
ブ
ル
ト
マ
ン
の
み
な
ら
ず
、

E
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
や

E
・
ト
ゥ
ル
ナ
イ
ゼ
ン
の
初
期
の
著
作
の
中
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の

強
い
影
響
を
み
い
だ
す
こ
と
も
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に

F
・ゴ

l
ガ
ル
テ
ン
の
思
想
は

E
・
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
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ル
の
木
か
ら
落
ち
た
実
」
な
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
影
響
は
哲
学
の
分
野
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
思
想
は
実
存
主
義
哲
学
の
ひ
と
つ
の
源
流
と
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

260 

し
か
し
人
は
間
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
思
想
は
今
世
紀
の
実
存
主
義
思
想
の
ひ
と
つ
の
源
流
で
あ
る
と
し
て

も
、
彼
は
い
わ
ゆ
る
実
存
主
義
哲
学
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

K
・
ヤ
ス
パ

l
ス
が
言
う
よ
う
に
「
い
か
な
る
哲
学
も
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル

を
基
盤
と
し
て
建
設
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
は
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
彼
は
二
十
世
紀
に
お
い
て
も
っ
と
も
影
響
力
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
神
学
に
方
法
や
体
系
を
提
供
し
た
彼
ら
の
思
想
的
な
父
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
彼
は
い
か
な
る
学
問
体
系

も
学
問
的
な
方
法
論
も
提
示
し
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
思
想
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
結
論
の
こ

〉
」
中
乞
、

K
・
レ
!
ヴ
ィ
ッ
ト
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
彼
自
身
が
草
葉
の
陰
で
聞
い
た
と
し
た
ら
お
そ
ら
く
顔
を
背
け
、
冷
や
や
か
な
噸
笑
と

と
も
に
、
自
分
の
矯
正
手
段
を
ひ
と
は
何
と
規
範
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
自
分
の
要
求
を
ひ
と
は
体
系
に
し
て
し
ま
っ
た
と
感

じ
る
に
違
い
な
い
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
チ
ュ

l
ビ
ン
ゲ
ン
の
神
学
者

H
・
デ
ィ

l
ム
も
そ
の
こ
と
に
絶
え
ず
警
鐘
を
鳴
ら
し
続
け
た

ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
方
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
幻
想
性
を
指
摘
し
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
な
ど
そ

れ
は
作
り
話
し
に
過
ぎ
な
い
」
と
述
べ
、
今
日
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
思
想
が
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
が
故
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
・
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
ど
こ
ろ
か
逆
に
大
変
な
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
他
方
で
彼
は
今
日
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
理
解
の
危
険
性

を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
哲
学
に
対
し
て
は
「
人
聞
が
実
存
す
る
こ
と
に
関
す
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
思
想
を
体
系
化
す
る
こ
と
、

そ

し
て
そ
れ
を
実
存
哲
学
に
ま
で
仕
上
げ
て
し
ま
う
危
険
性
」
で
あ
り
、
神
学
の
側
に
対
し
て
は
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
を
キ
リ
ス
ト
教



の
弁
証
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
の
危
険
性
」
で
あ
る
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
な
お
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
思
想
に
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
が
そ
の
旺
盛
な
著
作
活
動
を
通
し
て
行
お
う
と
し
た
こ

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
聞
い
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
そ
の
著
作
を
通
し
て
試
み
た
こ
と
は
、
「
真
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
誘

惑
者
」
で
あ
ろ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
。
そ
の
こ
と
は
彼
自
身
が
、
自
分
だ
け
が
こ
の
世
に
あ
っ
て
真
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
で
あ

る
か
を
知
っ
て
い
る
唯
一
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

(
果
た
し
て
そ
れ
が
正
し
か
っ
た
の
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
あ
え
て
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
)
。

し
か
し
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
生
涯
を
貫
く
根
本
問
題
が
「
真
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
誘
惑
者
で
あ
る
こ
と
」
、

そ
し
て
何
よ
り
も
彼
自
身

「
真
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
」
を
模
索
し
続
け
た
こ
と
だ
と
し
て
も
、

」
れ
ま
で
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
通
り
、

ひ
と
は
ひ
と

つ
の
困
難
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
彼
の
思
想
の
中
に
は
明
ら
か
に
、
相
反
す
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。

E
・
ガ
イ
ス
マ
ル
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
「
わ
れ
わ
れ
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
中
に
二
様
の
キ
リ
ス
ト
教

理
解
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
的
な
二
重
運
動
を
通
し
て
、
生
活
を
愛
に
よ
る
生
き
た
作
品
へ
と
形
成
し
て
い
く

立
場
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
完
全
な
自
己
犠
牲
の
立
場
で
あ
説
」
。
も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
は
晩
年
の
キ
ェ
ル
ケ

一
つ
は
、

ゴ
ー
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
制
度
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
文
化
批
判
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
今
日
の
デ
ン
マ

i

ク
に
真
の
キ
リ
ス
ト
教
は
存
在
し
な
い
と
い
い
、
千
八
百
年
前
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
直
結
を
主
張
す
る
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

同
じ
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
は
そ
の
初
期
の
諸
著
作
の
中
で
は
、

キ
リ
ス
ト
教
が
現
世
に
生
き
る
可
能
性
に
つ
い
て
問
う
て
い
た
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
い
わ
ば
制
度
の
中
で
、
今
日
的
な
形
態
の
中
で
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
を
模
索
す
る
道
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
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う
。
「
真
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
」
が
彼
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
違
い
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
何
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
考
え

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
、
あ
る
い
は
初
期
と
後
期
と
の
質
的
な
差
異
が
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル

262 

の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
統
一
的
に
捉
え
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
し
、

お
そ
ら
く
そ
こ
に
彼
の
思
想
の
全
体
的
な
把
握
を
困
難
に
す
る
大

き
な
理
由
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
研
究
に
お
い
て
重
要
な
問
題
は
、

」
の
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ど
ち
ら
か
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
し
て
取
り
上

げ
る
べ
き
な
の
か
。
あ
る
い
は
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
あ
る
時
変
化
し
た
の
だ
と
言
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
発
展
と
み
る
べ
き
な

の
か
。
即
答
を
避
け
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
思
想
の
中
に
存
在
す
る
こ
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
整
理
し
、

そ
の
上

で
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
、
常
に
彼
の
生
涯
を
貫
く
根
本
問
題
が
「
真

の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
議
論
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
ω
d
p
H・0
口
問
ぽ
ユ
日
岡
山
ω丘一
ω
∞ω
5
Z
(貯
〈
自
己
内
角
口
広
向
日
〈
ロ
om民
〉
・
回
・
巴
門
問
。
F
E山口
p
』・
F
・
国
巳
σ
q
m
o岡
田
・
0
・
戸
山
口
問
。
・
〉
ロ
門
町
門
戸
白
色
間
一
凶
¥
〈
0

・

ωヨ吊ロ門】ぬ回目ロ己・阿内〕
dpσmwDFω
〈
ロ
・
の
三
号
一
ロ
ハ
E
z
r
o
回。
m
F
m門戸門目。

y
z。
丘
町
}
内
司
R
E
m
-
H
U
N
P
ω
印

ω
(
以
下

ω
〈
・
〈
口
と
略
す
)
。
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
l
ル
は
こ
こ
で
「
今
や
、
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
こ
と
に
と
も
な
う
困
難
は
、
真
実
に
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
た
め
に
、
最
初
の
存
在
日
キ
リ

ス
ト
者
(
〈
月
月
ロ
H
h
宵
許
可
ロ
)
と
い
う
こ
と
を
自
ら
進
ん
で
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
よ
う
に
と
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
2
)

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
思
想
の
再
発
見
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
巧

-
P
E
0
5
2
r
u
ω
宵

g
阿
佐
昇
。

m
g三
口
q
n
F江
ωゲ
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確
か
に
彼
の
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
入
り
組
ん
だ
仕
方
で
、
同
じ
著
作
の
中
に
さ
え
現
れ
出
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
二
つ
の
キ
リ
ス

ト
教
理
解
が
最
後
ま
で
並
行
的
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
と
言
っ
て
彼
の
思
想
を
単
純
に
前
期
と
後
期
と

に
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
た
と
え
ば
後
期
と
い
う
こ
と
で
彼
の
教
会
批
判
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
現
世
否
定
な
キ
リ
ス
ト
教

理
解
を
そ
れ
に
当
て
は
め
る
と
し
て
、

そ
れ
で
は
前
期
に
そ
の
よ
う
な
要
素
が
存
在
し
な
い
か
と
言
え
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。
両
者
は
あ
る
程
度
ま
で
は
入
り
混
じ
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

あ
ろ
う
。

そ
の
象
徴
的
な
著
作
が
『
愛
の
わ
ざ
』
だ
と
言
え
る
で

こ
の
よ
う
に
厳
密
な
区
別
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
他
方
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
生
涯
に
は
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
決
定
的
な
変

化
が
生
じ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
も
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
彼
の
思
想
の
変
化
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
何
を
も
っ
て
変
化
が
生
じ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
自
身
は
「
わ
が
著
作
活
動
の
視
点
』

の
中
で
『
哲
学
的
断
片
へ
の
結
論
的
・
非
学
問
的
な
後
書
き
』
を
彼
の
著
作
の
転

換
点
と
し
て
お
り
、

そ
れ
を
通
し
て
美
的
著
作
と
宗
教
的
な
著
作
と
を
区
別
し
て
い
る
。
「
こ
れ
〔
す
な
わ
ち
『
後
書
き
』
〕

は
再
び
繰
り
返

し
て
言
う
な
ら
ば
、
全
著
作
活
動
の
転
回
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
問
題
』
、
す
な
わ
ち
い
か
に
し
て
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
を

提
起
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
人
が
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
た
め
に
た
ど
る
べ
き
一
方
の
道
、
す
な
わ
ち
審
美
的
な
も
の
よ
り
離
れ
去
る
こ
と

に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
の
仮
名
の
審
美
的
著
作
を
あ
て
た
後
、

そ
れ
自
身
と
は
違
っ

た
道
、
す
な
わ
ち
体
系
や
思
弁
的
な
も
の
な
ど
か
ら
離
れ
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
道
を
叙
述
し
て
い
じ
」
。
こ
の
よ
う
な
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こ
の
区
別
は
「
一
八
四
六
年
」
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
コ
サ

l
ル
事
件
の
こ
と
を
考
え
て
も

あ
る
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

彼
自
身
の
証
言
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

266 

さ
ら
に
「
一
八
四
七
年
」

の
レ
ギ

l
ネ
の
フ
リ
ッ
ツ
リ
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
と
の
結
婚
と
い
う
出
来
事
を
も
っ
て
彼
の
著
作
の
新
し
い
段
階
を

そ
れ
は
「
四
六
年
」
説
を
敢
え
て
否
定
す
る
程
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

想
定
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、

マ
イ
ン
ツ
の
神
学
者
ヴ
ァ
ル
タ

l
・
デ
ィ

l
ツ
が
一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ

た
彼
の
博
士
論
文
の
中
で
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
説
を
デ
ィ

i
ツ
が
主
張
す
る
際
の
根
拠
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

も
う
一
方
で
「
一
八
四
八
年
」
説
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

ー
ル
自
身
の

『
日
記
』

で
あ
り
、
彼
自
身
の
こ
の
年
に
つ
い
て
の
記
述
の
中
に
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
変
化
に
つ
い
て
の
重
要
な
証
言
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
一
八
四
八
年
の
出
来
事
を
後
に
意
味
深
く
回
顧
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
:
:
:
こ
う

し
て
(
一
八
〕
四
八
年
が
き
た
」
。
そ
の
時
彼
は
一
つ
の
課
題
を
受
け
取
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
彼
が
こ
れ
ま
に
経
験
し
た
こ
と
も
な

そ
の
中
で
彼
は
今
一
度
「
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
で
あ
る
か
を
明
確
に
す
る
」
と
い
う
課
題
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
。

〔
牧
師
と
し
て
の
〕
職
を
得
る
と
い
う
熱
望
し
て
い
た
可
能
性
を
放
棄
す
る
」
に
至
っ
た
と
い
う
。
こ
の
体

い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
彼
は
こ
の
時
「
教
会
の

験
は
ま
さ
に
「
一
八
三
八
年
五
月
一
九
日
午
前
十
時
三
十
分
」

の
宗
教
的
な
体
験
と
し
て
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
ひ

と
つ
の
転
機
と
し
て
言
及
さ
れ
る
年
に
対
応
し
て
い
る
。

内
部
的
な
関
係
へ
と
」
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
八
四
八
年
が
実
際
に
は
『
死
に
至
る
病
』
、
『
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
』

つ
ま
り
そ
の
年
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
外
部
」
か
ら
、
「
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て

の
執
筆

さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

工
藤
綬
夫
氏
も
そ
の
著
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
」
の
中
で
「
一
八
四
八
年
の
四
月
一
九
日

に
彼
が
『
わ
が
全
本
性
は
変
わ
っ
た
』
と
い
う
宗
教
体
験
を
し
た
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
指
摘
は
お
そ
ら
く
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た



先
に
言
及
し
た
『
わ
が
著
作
活
動
の
視
点
』
が
こ
の
年
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、

」
の
変
化
の
帰
結
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考

、ぇ
?
h
v

。
そ
れ
故
に
彼
の
思
想
を
転
換
さ
せ
る
ほ
ど
の
大
き
な
変
化
が
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
い
う
点
か
ら
も
重
要
な
変
化
が
一
八
四
八
年
に

生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
既
に
述
べ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
、
あ
ま
り
厳
密
な
区
分
を
試
み
る
こ
と
は
せ
ず
に
、

そ
の
変
化
は
一
八
四
六
年
に
は
既
に
開
始
さ
れ
て
お
り

一
八
四
六
年
か
ら
四
八
年
に
か
け
て
彼
は
転
換
を
経
験
し
た
と
考
え
る
こ
と
に
し

ヲ

-

3

0

丈
し

四
六
年
の
転
換
説
は
彼
自
身
の
言
葉
で
も
あ
る
か
ら
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
が
、

四
七
年
の

『
愛
の
わ
ざ
』
に
は
な
お
こ
の
転
換
前
の

特
徴
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

四
六
年
に
始
ま
っ
た
転
換
は
四
八
年
に
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
四
八
年
に
「
わ
が
著
作
活
動
の
視
点
』
が
書
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
故
に
本
論

と
の
関
連
で
言
え
ば
、

四
八
年
以
前
と
以
後
で
は
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
以
下
に
お
い
て
明
ら

か
に
し

そ
の
特
徴
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

(
1
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
民
間
山
口

ω
8・ロ
q

mロ巳
0
5
同
ぽ
円
}
お
宮
山
丘
-
N
c
ω
・
同
ぽ
己
日
間
ω民
門
貯
の
宵
2
Z口
付
己
目
〈
角

ω片山口門
E
F
E印

N

を
参
照

の
こ
と
。

(
2
)

同・国
ω
ロ
ω
σ
P
ω

問。-a

(
3
)
ω
も
お
ロ
阿
佐
ユ
8
m
m
m凶丘

ω
自
己
ぬ
門
目
。
〈
自
己
内
R
C
(日
間
円
〈
ロ
ゆ
え
〉
・
回
・
ロ
g
n
F
B
M凶D
P
]
円、.出色
σ
q
m
o阿国・
0
・
Fm凶口問。・〉ロ
ισ
ロ
ピ
門
町
ω〈0
・

H
，
5
2
8門
町
∞
吉
弘
・

5
も
Z
D
E
J
1
P
H
U
ω
C
日∞
C
(
以
下

ω〈
-
u
白
戸
日
∞
C
と
略
す
。
)

(
4
)

同・出
m
H
D
8
p
m
m
W
0
・g
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(
5
)
 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(
日
)

(
日
)

m
E
0・u
d

4
河
口

-oRω
宵

8
5
q
z
m
m
R
P
開
辻
件
。
ロ

N
C
E
F
z
z
o
F
5
8
w
N
H

M
〉
知
日

)-uC
〉
日
出
一
(
)

ω
ω
0・

M
凶

ω
C・

同
)
m
H
)

・
ロ
〉
N
ω
N

工
藤
緩
夫
『
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
』
(
清
水
書
院
)
別
頁
。
ま
た
荒
井
氏
前
掲
書
も
同
意
見
で
あ
る
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三
、
「
デ
ュ
ア
ハ
!
ブ
ン
と
神
へ
の
信
仰
」

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
自
ら
の
課
題
を
「
真
の
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
こ
と
」
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
そ
の
目
的
を

あ
っ
て
、

自
覚
し
た
。
「
私
に
似
か
よ
っ
て
い
る
た
だ
一
人
の
人
物
と
言
え
ば
そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
。
私
の
課
題
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
課
題
で

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
概
念
を
た
え
ず
訂
正
す
る
こ
と
に
あ
る
。
私
自
身
は
自
ら
を
キ
リ

ス
ト
者
と
は
自
称
し
な
い
が
、
し
か
し
私
は
他
の
人
々
が
私
よ
り
も
な
お
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
知
っ
て

い
る
」
。
す
な
わ
ち
彼
は
人
が
「
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
」
と
い
う
「
錯
覚
」
の
中
に
生
き
て
い
る
時
に
、
「
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
」
と
い
う
課

題
と
取
り
組
ん
だ
。

そ
れ
が
「
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
概
念
」

の
訂
正
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
取
り



組
み
は
「
二
様
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
」
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
ガ
イ
ス
マ
ル
に
よ
れ
ば
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
二
重
運
動
を
通
し
て
、
生
活
を
愛
に
よ
る
生
き
た
作
品
へ
と
形
成
し
て
行
く

立
場
」
、
す
な
わ
ち
「
世
俗
」
、
あ
る
い
は
「
現
世
」
と
の
関
係
を
「
受
け
取
り
直
そ
う
と
す
る
」
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
典
型
的
な
議
論
を
『
哲
学
的
断
片
へ
の
結
論
的
・
非
学
問
的
な
後
書
を
』

の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

と
の
聞
の
調
停
と
言
っ
て
と
よ
い
。
「
デ

ひ
と
こ
と
で
い
う
な
ら
ば
「
神
へ
の
信
仰
」

の
問
題
と
「
デ
ュ
ア
ハ

l
ブ
ン
」
(
ロ

1R'Fmw〈
g)

ュ
ア
ハ

l
ブ
ン
」
と
は
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
の
北
に
あ
る
公
園
で
あ
り
、
本
書
の
独
訳
者
で
あ
る
デ
ィ
デ
リ
ク
セ
ン
に
よ
れ
ば

~ 
rt 

片
山
問
。

ロ
ヨ
岳
山
〈

g、
す
な
わ
ち
「
デ
ュ
ア
ハ

l
ブ
ン
に
行
く
こ
と
」
と
は
こ
の
公
園
で
散
策
を
楽
し
ん
だ
り
、
射
的
を
楽
し
み
と
い
う
よ
う
な
行

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
市
民
生
活
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
デ
ン
マ
ー
ク
市
民

楽
を
意
味
し
て
お
り
、

で
あ
る
こ
と
と
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
と
の
結
び
付
き
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
後
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
者
バ

l
ゼ
ル
の
フ
ラ
ン
ツ
・

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
」
と
言
っ
た
こ
と
と
同
じ
事
態
を
き
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
後
期
の

キ
リ
ス
ト
教
理
解
、

と
り
わ
け
晩
年
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
会
批
判
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
現
世
否
定
的
な
、
世
界
拒
否
へ
と
至
る
よ
う
な
理

解
は
な
い
。

む
し
ろ
彼
は
こ
こ
で
は
世
界
と
超
越
の
問
題
と
の
「
結
び
付
き
」
に
苦
慮
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
恐
ら
く
は
一
、
二
の
宗
教
的
な
者
は
デ
ュ
ア
ハ

l
ブ
ン
に
行
く
の
は
自
分
に
は
不
適

当
だ
と
思
う
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
質
的
弁
証
法
に
よ
っ
て
、
修
道
院
に
対
し
て
顧
慮
を
乞
い
た
い
、
な
ぜ
な
ら
下
手

な
手
出
し
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
か
ら
だ
」
。
す
な
わ
ち
現
世
と
超
越
と
の
結
び
付
き
の
問
題
に
関
し
て
は
、
修
道
院
の
出
番
は
既
に
終

わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
修
道
院
の
宗
教
性
が
中
世
に
行
っ
た
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
解
決
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
有
限
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性
の
中
に
は
神
へ
の
思
い
と
は
相
い
れ
な
い
、
あ
る
い
は
実
存
し
つ
つ
結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
何
物
か
が
あ
る
」

の
で
あ
り
、

グ〉

「
有
限
性
と
決
別
す
る
こ
と
」
が
修
道
院
の
宗
教
性
の
「
情
熱
的
な
表
現
」
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
神
へ
の
信
仰
、
あ
る
い
は
超
越
を
取
る
た

270 

め
に
、
現
世
の
も
の
、
有
限
な
も
の
を
拒
否
す
る
パ
ト
ス
が
中
世
に
お
け
る
修
道
院
の
解
決
で
あ
っ
た
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
は
い
う
の
で
あ

る

し
か
し
彼
は
繰
り
返
し
語
る
。
「
た
だ
現
代
は
周
知
の
通
り
そ
の
宗
教
性
に
お
い
て
は
中
世
よ
り
も
前
進
し
た
の
で
あ
る
」
。
そ
れ
故
に
現

代
の
宗
教
性
は
中
世
の
そ
れ
と
は
別
の
解
決
を
可
能
に
し
た
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
は
修
道
院
に
入
る
必
要
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
デ
ュ

ア
ハ

l
ブ
ン
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
現
代
の
宗
教
性
が
さ
ら
に
中
世
の

そ
れ
よ
り
も
進
ん
で
い
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、

そ
れ
故
に
現
代
の
宗
教
性
は
、
神
へ
の
思
い

〔
あ
る
い
は
信
仰
〕
を
ば
有
限
性
の
最
も
脆
い

と
と
も
に
実
在
し
つ
つ
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。

進
し
た
結
果
宗
教
性
の
幼
稚
な
形
態
に
舞
い
戻
つ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
同
」
。

た
と
え
ば
デ
ュ
ア
ハ

l
ブ
ン
に
お
け
る
娯
楽
、

つ
ま
り
も
し
現
代
の
宗
教
性
が
前

表
明
、あ

る
い
は
キ
・
エ
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
次
の
よ
う
に
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
。

「
そ
れ
故
に
中
世
よ
り
も
前
進
す
る
と
こ
ろ
の
宗
教
性
は
、

そ
の
敬
慶
な
観
察
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
な
者
が
、
月
曜
日
に
は
彼
が
前
日

に
聞
い
た
の
と
同
じ
こ
と
の
内
に
実
在
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、
ま
た
月
曜
日
に
は
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
実
在
し
な
け
れ
ば
ら
な

い
と
い
う
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。



す
な
わ
ち
日
曜
日
と
月
曜
日
の
、

つ
ま
り
神
へ
の
信
仰
(
す
な
わ
ち
礼
拝
生
活
)

と
市
民
生
活
と
の
区
別
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
生

き
方
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
デ
ュ
ア
ハ

l
ブ
ン
と
神
へ
の
思
い
を
ひ
と
つ
の
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
そ

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
。

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

の
中
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
的
な
課
題
の
設
定
の
中
に
典
型
的
に
見
い
だ
さ
れ
得
る
。
彼
は
キ

リ
ス
ト
教
の
課
題
を
倫
理
的
な
課
題
の
中
に
見
て
い
(
れ
。
す
な
わ
ち
「
隣
人
を
愛
す
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
課
題
が
、
倫
理

そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
『
愛
の
わ
ざ
』

的
な
課
題
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
倫
理
的
な
課
題
が
ま
た
全
て
の
課
題
の
根
源
な
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
は
、

を
す
べ
て
取
り
払
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
思
索
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
く
ど
く
ど
し
た
序
文
を
切
り
捨
て
、

即
刻
こ
の
課
題
と
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
討
」
。
信
仰
の
倫
理
化
は
こ
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
典
型

そ
れ
が
真
の
倫
理
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

一
時
的
な
保
留

的
な
も
の
で
あ
る
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
の
第
一
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
中
に
も
そ
れ
が
あ
る
。
彼
は
こ
の
倫
理
的
な
課
題
を
イ
エ
ス
の
第

二
の
戒
め
、
す
な
わ
ち
「
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
隣
人
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

の
中
に
見
て
い
る
。
隣
人
愛
は
確
か
に
自
己
愛
で
は

そ
の
意
味
で
は
こ
の
愛
は
こ
の
世
的
な
愛
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
「
隣
人
愛
の
条
件
と
は
、
現
実
の
中
に

確
固
た
る
足
場
を
発
見
す
る
こ
民
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
隣
人
愛
の
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
課
題
の
中
に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は

い
わ
ば
現
世
を
自
ら
に
引
き
受
け
る
こ
と
」
に
あ
る
の
だ
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
い

な
い
の
で
あ
り
、

「
現
世
を
無
視
〔
あ
る
い
は
否
定
〕
す
る
代
わ
り
に

う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
現
世
否
定
的
な
要
素
は
見
い
出
せ
な
い
。

む
し
ろ
現
世
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
引
き
受
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
者
に
向
か
っ
て
、
彼
は
他
の
こ
の
世
の
人
間
と
低
級
な
食
事
を
し
て
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は
な
ら
な
い
と
か
、
他
の
人
々
か
ら
離
れ
て
隔
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
隠
れ
て
生
き
よ
と
い
う
よ
う
な
要
求
は
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
」
。
そ
こ
か
ら
し
て
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は
現
世
否
定
や
文
化
否
定
的
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
倫
理
的
な
も
の
、
あ
る
い
は

272 

キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
積
極
的
な
保
持
者
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
キ
リ
ス
ト
自
身
そ
の
弟
子
た
ち
を
現
世
か
ら
取
り
去
る
こ
と
を
欲
し
た

ま
わ
ず
、
ま
た
そ
れ
を
神
に
祈
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
と
、

デ
ン
マ
ー
ク
市
民
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
く
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は

い
わ
ゆ
る
コ
ル
プ
ス
・
ク
リ
ス
チ
ア
ヌ
ム
が
維
持
さ
れ
た
中
で
生
き
る
も
の
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
現
に
見
て
い
る
人
々
を
愛
す
る
こ
と

が
キ
リ
ス
ト
教
の
課
題
で
あ
り
義
務
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
愛
の
対
象
は
対
象
を
求
め
、
発
見
す
べ
き
だ
と
す
る
夢
世
界
の
妄
想

的
な
、
調
子
外
れ
の
観
念
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
全
て
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
冷
静
に
、
現
実
の
世
界
を
発
見
し
、
人
に

指
定
さ
れ
た
課
題
と
し
て
そ
の
現
実
世
界
の
中
に
踏
み
留
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
と
真
理
と
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
れ
こ

そ
キ
リ
ス
ト
者
の
姿
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
お
け
る
い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
お
け
る
世
界
の
回
復
を
基
礎
付
け
る
も
の
は
、
彼
の
「
反
復
」

グ〉

概
念
で
あ
る
。
こ
の
反
復
の
概
念
が
周
知
の
通
り
、
「
罪
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
人
間
の
最
も
人
格
的
な
統
合
を
取
り
戻
す
こ
と
」
(
ガ
イ
ス

マ
l
)
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
の
よ
う
な
取
り
戻
し
と
し
て
の
反
復
は
、
ガ
イ
ス
マ

l
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
人
聞
の
罪
の
赦
し
に
よ

る
内
面
的
な
回
復
だ
け
で
は
な
く
、
「
さ
ら
に
外
的
な
現
実
生
活
の
取
り
戻
し
」
を
も
含
ん
で
い
る
。
罪
の
赦
し
の
問
題
は
、
既
に
述
べ
た

一
八
三
八
年
の
体
験
の
中
心
点
な
要
素
と
考
え
ら
れ
る
が

」
の
「
反
復
」

の
概
念
は

こ
の
赦
し
の
問
題
へ
の
ひ
と
つ
の
回
答
な
の
で
あ

る
が
、

そ
れ
は
こ
の
赦
し
に
よ
る
本
来
的
な
自
己
の
回
復
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
は
地
上
に
お
け
る
現
実
的
な
事
柄
、

そ
し
て
隣
人
と
の



関
係
の
回
復
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

、JI--

・
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
で
は
こ
の
罪
の
赦
し
に
よ
る
回
復
、
あ
る
い
は
人
聞
の
再
生
の
み
ち
を
「
反
復
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ

の
点
に
つ
い
て
ヨ
プ
を
例
に
と
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
主
は
ヨ
ブ
と
和
解
し
た
」

の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ヨ
ブ
は

「
祝
福
さ
れ
」
て
、
「
す
べ
て
を
二
倍
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
反
復
で
あ
る
」
。
こ
こ
に
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
自
身
の
願
望
が
繁
栄
さ

れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
神
と
の
和
解
は
、
彼
の
お
け
る
罪
の
赦
し
の
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
和
解
に
よ
っ
て
ヨ
ブ
の
よ

つ
に
地
上
の
所
有
を
も
回
復
す
る
。

確
か
に
こ
こ
に
は
超
越
の
次
元

と
地
上
の
生
活
の
単
純
な
一
致
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
四
八
年
以
前
の
キ

(
す
な
わ
ち
信
仰
の
生
活
)

ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
お
い
て
は
、

こ
の
い
わ
ば
異
質
の
も
の
の
結
び
付
き
に
こ
そ
大
き
な
関
心
を
は
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ガ
イ
ス
マ

l

そ
れ
は
宗
教
の
文
化
の
関
係
の
破
壊
や
」
、
制
度
と
し
て
の
キ
リ
ス

り
一
一
日
う
と
お
り
、
「
だ
か
ら
両
者
の
聞
に
対
立
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
が
、

ト
教
の
破
壊
を
意
味
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
両
者
の
結
び
付
き
の
破
壊
は
、

」
の
受
け
取
り
な
お
し
、
す
な
わ
ち
罪
の

赦
し
を
無
意
味
に
し
て
し
ま
う
と
考
え
た
の
が
四
八
年
以
前
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
で
あ
る
。

(
1
)
ω
も

B
D
阿
佐
ユ

8mm凶

mH丘一
ω
∞
mw百
円
。
品
。
〈
月
己
お
門
戸
仏
間
一
〈
ロ
ぬ
町
民
K
F
・回・ロ

E
の

F
B
mロ
p
ト
『
・
目
白
色
ず
mMG一。阿国・
0
・F
包
括
0

・K
F
ロ己
m出口門日間一
ω
〈0
・

ω出、〈⑦ロ〔円
0

・回目ロ(日・

5
A
F
Zロゲ釦〈
P
S
N日

E
H
(以
下
∞
〈
〈
口
と
略
す
)
。

(
2
)
ω
〈
-u
口
〈

ω印
N

(3)

開
・
の
巴
ω
g
m
R
m
ω
0・5
N
p
a

V aren = Christen 273 



(
 寸
司
4う)

S
V
 

対対
唱

(
凹
)

jlト
ト
パ
ト
〈
一
ト
入

(
D
y戸r庁rehaven)

当2
円
Y
入
〈
一
ミ
ト
\
入
設

Z求
と
~
~
引4
困
千
レJ'

~もνノe
明~~摺型乞c'

I包睡gJ
(Dyrο)' 

I~引4
困

J
(have) 

干レJ
キ崎í;i~吋。。

お

11(
-tJü

叶
そ
\
ふ
κ
ホ
ト
入
同
車

1!1.LfJや
ν
掛
図
柄
)
~
ど
.
，
，
;
l
~
p
'

1
言
語
宕
斗
ti
n
 O(
入
〈
ー
ト
入
+
E
D
í
i
~
lと
蝶
な
縦
揺
宕
布
引
阿
部

AJ
-'lド

恒
二
へ
工
、
£
ド
二
時
。
時
ノ
ミ
二
謡
斗

Ijlト
パ

ト
〈

ー
ト

入
十

吋
J

AJ
二
小

~
t
i
t
巴Díi士~)迫化J~~i孟

ド
時
.
L
f
J
小
!
1
仰
や
~
O

(
∞
)
 

cf. 
F
r
a
n
z
 O
v
e
r
b
e
c
k
 W
e
r
k
e
 u
n
d
 N

 achlas B
a
n
d
 6/1

，
 1996 

(
ド
)

S
V
 

(
∞
)
 

aaO.ユ154
(
∞
)
 

aaO.156 

(
ヨ
)

aaO.155f. 

(
口
)

aaO.156 

(
出
)

aaO.161 

(口
Sctren

Kierkegaards S
a
m
l
e
d
e
 V

記
rker

udgivne af A.B. D
r
a
c
h
m
a
n
n
，
 

].K. H
e
i
b
e
r
g
 o
g
 H.O. Lange. A

n
d
e
n
 U
d
g
a
v
e
.
 

Niende. Bind. K
j
c
t
b
e
n
h
a
v
n
，
 1927 

(
~
)
ι
S
V
 XII 

AJ
皆
炉
)

0
 

~J ~
 吋

は
や

ニ
ド
ti

W
.
 Diez

，
 aaO.19f.

ぬ
j休
眠
~

~JAJ
。

(
ヨ
)

S
V
.
X
I
I
 65 

(
出
)

a
a
O
 

(
出
)

aaO.159 

(
口
)

aaO. 

(
出
)

aaO.52 

(
出
)

aaO.73 

(
~
)
 

aaO.156 



22 21 

開
・
の
旦

ωBRWω
・
阿
佐
円

r
a
s
a
-
ω
巳ロ
O
H
k
o
g
D
8ロ
耳
目
。

E
g
m
g己
ω巴
D
O
J司区内
8
5
E芹
巳

ωω
岳
民
5
0
]
}
O
P
E
N
P
∞ωN

m凶
m
H
0
・
日
∞
吋

四

「
デ
ン
マ
ー
ク
に
は
真
の
キ
リ
ス
ト
教
は
存
在
し
な
い
」

一
八
四
八
年
以
後
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
、

四
八
年
以
前
の
そ
れ
か
ら
は
大
き
く
転
換
し
て
い
る
こ
と
は
ど

の
研
究
者
も
認
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
晩
年
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
お
い
て
は
制
度
的
な
キ
リ
ス
ト
教
、
歴
史
的
展
開
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

教
、
キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
は
否
定
さ
れ
る
。
あ
の
神
へ
の
信
仰
と
デ
ュ
ア
ハ

l
ブ
ン
と
の
結
び
つ
き
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
を
歪
め
て
い
る
こ

と
と
き
れ
る
。
最
終
的
に
は
コ
ル
プ
ス
・
ク
リ
ス
チ
ア

l
ヌ
ム
を
支
え
る
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

信
仰
は
「
反
復
」
と
呼
ば
れ
る
よ
り
も
、
「
同
時
性
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
四
八
年
以
後
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l

ル
に
お
い
て
は
、
歴
史
の
イ
エ
ス
と
の
同
時
性
に
生
き
る
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
真
の
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
「
同
時
性
」

の
概
念
は
、
決
し
て
一
八
四
八
年
以
後
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
固
有
の
概
念
と
は
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
四

八
年
以
前
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
は
た
と
え
ば
『
断
片
』
に
お
け
る
「
直
接
の
弟
子
」
と
「
間
接
の
弟
子
」
に
つ
い
て

の
ロ
ジ
ッ
ク
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
概
念
が
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
カ
ギ
と
な
る
の
は
四
八
年
以
後
に
お
い
て
で
あ
る
。

彼
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
絶
対
者
と
の
関
係
は
現
在
と
い
う
た
だ
ひ
と
つ
の
時
し
か
な
い
。
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絶
対
者
と
同
時
で
な
い
者
に
は
、
絶
対
者
は
存
在
し
得
な
い
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
は
絶
対
者
で
あ
る
の
で
、
キ
リ
ス
ト
と
の
関
係
は
た
だ

同
時
性
と
い
う
ひ
と
つ
の
状
態
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
」
。
す
な
わ
ち
四
八
年
以
後
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
お
い

276 

て
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は
歴
史
の
イ
エ
ス
と
の
同
時
性
に
生
き
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
信
仰
の
直
接
性
の
原
理
で
あ
る
。

こ
の
同
時
性
の
原
理
は
、

さ
ら
に
「
単
独
者
」
と
い
う
概
念
を
要
請
す
る
。
こ
の
概
念
も
ま
た
一
八
四
八
年
以
前
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に

そ
れ
も
四
八
年
以
後
と
は
違
っ
た
ニ
ヤ
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
と
い
い
得
る
。

者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
こ
そ
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
で
あ
じ
」
と
あ
る
が
、

見
い
出
せ
る
が
、

た
と
え
ば
一
八
四
七
年
の
日
記
で
は
「
単
独

」
の
記
述
は
文
脈
か
ら
す
れ
ば
当
時
の
政
治
状
況
へ
の
批
判
の

文
脈
で
あ
り

四
八
年
以
後
の
ニ
ヤ
ン
ス
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
四
八
年
以
後
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「
単
独
者
」
と
は
何
か
、

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
と
の
同
時
性
と
の
間
に
存
在
す
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
中
間
物
の
排
除
で
あ
る
。
「
新
約
聖
書
の
な
か
に
あ
る
関
係
と
は
『
神
|
人
間
』
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
個
々
の
人
間
は
き
わ

こ
れ
ら
無
数
の
中
の
ひ
と
り
の
個
人
と
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
」
。

め
て
単
純
名
明
解
に
〔
神
|
人
間
関
係
の
)
聞
を
隔
て
る
中
間
物
な
し
に
、

し
か
し
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
と
個
人
の
聞
に
最
初
に
国
家
あ
る
い
は
民
族
と
い
う
巨
大

な
抽
象
物
が
置
か
れ
て
い
る
」
。
こ
れ
ら
の
「
中
間
物
」
あ
る
い
は
「
巨
大
な
抽
象
物
」
を
排
除
し
て
、
「
単
独
者
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
こ

そ
四
八
年
以
後
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ

と
が
で
き
た
。
「
パ
ウ
ロ
は
公
職
に
つ
い
た
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
生
活
の
糧
を
得
て
い
た
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
資
産
を

な
し
た
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
結
婚
し
て
子
供
を
も
う
け
た
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
。

そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
彼
は
真
の
人
間
に
な

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
者
理
解
は
明
ら
か
に
四
八
年
以
前
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
お
け
る
そ
れ
と



は
異
な
っ
て
い
る
。

一
八
四
八
年
以
前
に
お
け
る
「
デ
ュ
ア
ハ

l
ブ
ン
と
の
結
び
つ
き
」
の
要
素
は
こ
こ
で
は
見
ら
れ
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ

は
排
除
さ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
「
単
独
者
」
の
生
き
方
は
、
具
体
的
に
は
「
模
範
」
(
〈
O
吋

E
E
)
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
信
従

(
Z
R
F
r
f
o
)
す
る
こ
と

そ
の
た
め
の
教
説
な
の
だ
」
と
い

に
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
あ
る
と
い
う
教
義
の
こ
と
で
あ
り
、

。

、
つ
/

そ
し
て
こ
の
信
従
に
は
明
ら
か
に
四
八
年
以
前
と
は
対
照
的
に
、
世
界
否
定
、
あ
る
い
は
現
世
否
定
の
強
調
が
あ
る
。
「
よ
ろ
し
い
。

ま
同
時
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
貧
困
の
な
か
で
、
軽
蔑
の
中
で
、
迫
害

の
な
か
で
生
き
な
が
ら
、
世
間
か
ら
死
に
絶
え
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
誰
か
が
い
ま
同
時
性
と
い
う
状
態
の
中
で
キ
リ

ス
ト
に
集
中
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
人
は
自
ら
の
実
存
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
世
か
ら
死
に
絶
え
る

こ
と
に
関
す
る
教
え
を
朗
読
し
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
自
ら
死
に
絶
え
る
こ
と
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
」
。
キ
リ
ス
ト
と
の

こ
の
世
を
同
時
に
得
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
「
新
約
聖
書
の
助
け
に
よ

っ
て
こ
の
現
実
の
生
を
、
現
実
の
世
界
と
出
合
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
討
」
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
人
間
を
憎
む
こ
と
、
自
分
を
憎
み
、
他
者

こ
れ
こ
そ
が
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
な
の
で
あ
る
」
。

同
時
性
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
に
信
従
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、

を
憎
み
、

母
、
子
供
、
妻
を
憎
む
こ
と
、

そ
れ
を
通
し
て
神
を
愛
す
る
こ
と
、

父

こ
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
従
は
、
十
字
架
に
付
け
ら
れ
た
お
方
へ
の
信
従
で
あ
る
が
故
に
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
者
の
生
き
方
と
し
て
、
「
殉
教
」

を
要
求
す
る
。
「
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
は
模
範
も
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
殉
教
と
い
う
も
の
は
そ
れ
だ
け
で
価
値
の
あ
る

も
の
で
あ
り
、
無
条
件
で
価
値
の
あ
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
現
世
否
定
の
モ
テ
ィ
ー し3
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そ
し
て
こ
こ
に
一
八
四
八
年
以
後
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
真
の
キ
リ
ス
ト
者
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

278 

そ
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
は
こ
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
願
い
で
あ
っ
た
罪
の
赦
し
を
う
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
真
の
証
人
の
死
か
ら
、
私
は
、
彼
が
し
た
よ
う
に
真
理
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
、
彼
と
似
る
こ
と
を

私
は
こ
の
よ
う
に
欲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
い
う
の
も
、

欲
す
る
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
の
死
に
対
す
る
関
係
の
な
か
で
は
、

キ
リ
ス
ト
の
死
は
、
模
範
に
供
す
る
た
め
の
務
め
で
は
な
く
蹟
罪
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
は
あ
え
て
キ
リ
ス
ト
を
、
単
な
る
歴

る
と
考
え
る
し
、

史
的
な
人
物
と
み
な
し
た
り
、
考
え
た
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
が
彼
の
生
と
死
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
私
は
自
分
が
罪
人
で
あ

そ
う
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」
。
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ω
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玉
、
「
一
メ
ー
ト
ル
の
パ
夕
日
」

こ
の
よ
う
な
大
き
な
「
変
化
」
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
、
そ
れ
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
研
究
に
お
い
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
考
察
の
前
に
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
基
づ
い
た
彼
の
教
会
批
判
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

四
八
年
以
後
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
八
四
八
年
以
後
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

既
に
神
|
人
間
関
係
に
お
け
る
中
間
物
の
否
定

と
い
う
点
を
指
摘
し
た
。

そ
の
こ
と
は
具
体
的
に
は
国
教
会
批
判
で
あ
り
、
根
源
的
に
は
コ
ル
プ
ス
・
ク
リ
ス
チ
ア

l
ヌ
ム
体
制
の
否
定
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
二
十
世
紀
初
頭
の
弁
証
法
神
学
が
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
的
な
主
張
の
故
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
及
び
フ
ラ
ン
ツ
・

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
へ
の
共
感
を
得
た
の
は
こ
の
点
に
限
定
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
教
会
批
判
は
、
こ
の
中
間
物
否
定
に
集
中
す
る
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
「
み
れ
ば
み
る
ほ
ど
私
に
は
明
瞭
に

な
っ
て
く
る
こ
と
だ
が
、

キ
リ
ス
ト
教
界
の
犯
罪
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
か
わ
り
に
、
キ
リ
ス
ト
教
会

が
、
キ
リ
ス
ト
遊
ぴ
を
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
こ
と
で
あ
じ
」
。
そ
れ
故
に
「
わ
が
国
の
宗
教
の
状
況
と
は
キ
リ
ス
ト
教
(
つ
ま
り
新
約 八
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聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
、
他
は
す
べ
て
そ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
い
の
だ
が
)

い
と
い
う
こ
な
の
で
あ
る
」
。

が
ま
っ
た
く
存
在
し
な

つ
ま
り
国
教
会
型
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
は
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
既

280 

に
見
た
通
り
、
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
「
神
人
と
関
係
」

の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
何
の
中
間
規
定
も
な
い
の
で
あ

る(
キ
リ
ス
ト
教
国
家
だ
!
)

そ
れ
故
に
彼
は
国
家
と
結
び
つ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
を
不
可
能
に
す
る
こ
と
は
、
国
家

に
と
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
こ
と
な
の
か
」
。
「
国
家
は
千
人
の
官
吏
を
雇
い
、
彼
等
は
家
族
と
と
も
に
〔
真
の
〕

キ
リ
ス
ト
教
を
妨
害
す
る
こ
と
で
生
計
を
た
て
て
い
る
こ
と
を
:
:
:
考
え
て
も
み
よ
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
不
可
能
に
す
る
試
み
で
は
な

い
民
」
。
そ
れ
故
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
人
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
も
の
と
の
対
決
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
世

界
と
の
対
決
に
よ
っ
て
の
み
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
り
得
る
の
だ
。
人
が

『
キ
リ
ス
ト
教
的
な
』
と
呼
ば
れ
る
国
家
に
お
い
て

キ
リ
ス
ト
教

と
国
家
、
神
へ
の
信
仰
と
世
界
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
『
一
メ
ー
ト
ル
の
バ
タ

l
』
と
言
う
の
が
突
飛
で
あ
る
よ
う
に
、

い
や
そ
れ
以
上

メ
ー
ト
ル
と
バ
タ
!
と
は
た
が
い
に
何
の
関
係
も
な
い
が
、
国
家
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
の
関
係
も
な
い
ど
こ
ろ

か
、
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

に
突
飛
な
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
こ
と
だ
が
、
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
教
が
普
及
し
た
た
め
に
、
キ

リ
ス
ト
教
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
、
JI--

‘
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
正
確
に
は
彼
の
批
判
は
国
教
会
型
の
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、

さ
ら
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
教
会
と
い
う
形
態

を
批
判
し
て
い
る
と
も
理
解
で
き
る
。
「
こ
れ
は
言
わ
れ
る
べ
き
だ
、

だ
か
ら
言
わ
せ
て
も
う
ら
お
う
。
君
が
誰
で
あ
れ
、

さ
ら
に
君
の
生

涯
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、

わ
が
友
よ
、
現
在
の
よ
う
な
礼
拝
(
そ
れ
は
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
主
張
し
て
い
る
が
)

に
出
席



そ
し
て
重
大
な
罪
を
減
ら
す
こ
と
に
な
る
。
君
は
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
で
な

い
も
の
を
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
と
呼
ん
で
神
を
愚
弄
す
る
と
い
う
こ
と
に
加
わ
ら
な
く
な
る
の
だ
か
ら
」
。

す
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
で
、
君
は
た
え
ず
ひ
と
つ
の
、

こ
の
よ
う
な
中
間
物
の
存
在
を
否
定
し
、
彼
は
既
に
述
べ
た
「
同
時
性
」
の
概
念
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
「
同
時
性
こ
そ
、
決
定
的
な

ひ
と
り
の
真
理
の
証
人
、
し
た
が
っ
て
派
生
的
模
範
の
ひ
と
り
を
考
え
て
み
よ
。
長
い
あ
い
だ
彼
は
屈
し
な
い
で
、
あ
ら
ゆ

る
種
類
の
虐
待
と
迫
害
を
受
け
る
。
つ
い
に
彼
は
命
を
奪
わ
れ
話
」
。
「
残
酷
に
も
彼
の
死
の
方
法
が
次
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

彼
は
生
き
な
が
ら
焼
か
れ
る
の
で
あ
討
」
。
す
な
わ
ち
既
に
の
べ
た
「
殉
教
」
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
現
在
の
キ
リ
ス
ト
教

も
の
な
の
だ
。

を
否
定
し
、

そ
の
上
で
、
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
、
す
な
わ
ち
神
l

人
間
関
係
の
同
時
の
中
に
あ
る

こ
の
よ
う
な
中
間
物
を
取
り
除
き
、

キ
リ
ス
ト
教
を
こ
の
世
に
「
再
導
入
す
る
」
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
「
も
し
キ
リ
ス
ト
教
が
キ
リ
ス
ト
教
界
に
再
導
入
さ
れ
る
べ
き
だ

キ
リ
ス
ト
教
は
再
び
無
条
件
で
、
信
従
と
し
て
、
律
法
と
し
て
宣
言
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
彼
の
教
会
批
判
は
、
後
期
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
徹
底
的
な
現
世
否

定
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、

世
界
と
対
時
し
、
こ
の
世
か
ら
「
引
き
こ
も
っ
た
」
も
の
で
あ
り
、
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ

く
、
世
界
と
の
和
解
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
な
の
で
あ
る
。
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六
、
変
化
と
そ
の
意
味

以
上
概
観
し
た
通
り
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
中
に
は
二
通
り
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
存
在
す
る
。
こ
の
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
全
く

相
反
す
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
理
解
は
あ
る
時
期
に
は
単
独
で
、
ま
た
あ
る
時
期
に
は
並
行
し
て
存
在
し
て
い
た
。
確
か

に
両
者
を
結
び
つ
け
る
基
本
的
な
モ
テ
ィ

l
フ
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
真
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
」
を
彼
が
欲
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
真
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は

一
八
四
八
年
以
前
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
世
界
と
の
関
係
の
中
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
者
の
あ
り
方
で
あ
り
、

四
八
年
以
後
に
お
い
て
は
世
界
関
係
の
拒
否
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
あ
り
方
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
信
仰



と
市
民
生
活
と
の
関
係
こ
そ
が
課
題
で
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
コ
ル
プ
ス
・
ク
リ
ス
チ
ア

l
ヌ
ム
体
制
の
否
定
こ
そ
が
彼
の
課

題
で
あ
っ
た
。
前
者
に
お
い
て
は
そ
れ
を
「
反
復
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
試
み
た
が
、
後
者
に
お
い
て
は
む
し
ろ
「
同
時
性
」
に

お
け
る
「
信
従
」
で
あ
る
。
前
者
に
お
け
る
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
へ
と
彼
自
身
の
身
を
置
く
こ
と
を
考
え
い
た
が
、
後
者
に
お
い
て
は

教
会
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
中
間
物
を
取
り
除
く
こ
と
を
志
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

神
学
史
的
に
見
れ
ば

こ
の
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
に
し
て
も
、
ま
き
に
新
約
聖
書
の
時
代

か
ら
並
存
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
理
解
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
理
由
は
終
末
論
理
解
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
は
聖
書
の
時
代
以
来
、

終
末
の
接
近
を
め
ぐ
っ
て
「
未
だ
」
と
「
既
に
」

の
緊
張
関
係
の
中
で
形
成
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
緊
張
関
係
の
中
で
二
つ
の
タ
イ
プ
の
キ
リ
ス
ト
教
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

ひ
と
つ
は
終
末
に
お
け
る
「
既
に
」
の
モ

テ
ィ

l
フ
が
強
調
さ
れ
た
場
合
で
、

そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
は
文
化
否
定
的
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
制
度
や
国
家
を
も
否
定
す
る
よ
う
に

な
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
は
大
筋
で
こ
の
「
未
だ
」
と
「
既
に
」

の
中
間
時
に
生
き
て
い
る
と
い
う
自
己
理
解
の
も
と
に
暫
定
的
な
も
の

と
し
て
国
家
を
、

そ
し
て
ま
さ
に
教
会
を
も
理
解
し
て
き
た
。

し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
中
で
は

」
の
暫
定
性
が
薄
れ
、
教
会
が

V aren = Christen 

永
遠
の
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
り
、
国
家
と
の
結
び
付
き
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
た
り
も
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
繰
り

返
し
キ
リ
ス
ト
教
文
化
や
教
会
批
判
が
生
じ
た
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
理

解
は
、
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
中
に
そ
の
類
型
を
既
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
キ
ェ
ル

ケ
ゴ

l
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
類
型
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。

そ
し
て
一
八
四
八
年
前
後
を
堺
に
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
前
者
か
ら
後
者
へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
、.JI--

・
エ
ル
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ケ
ゴ

l
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
考
え
る
際
に

こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
一
八
四
八
年
以
後
の
教
会
批
判
に
現
れ
る
よ
う
な
キ
リ

284 

ス
ト
教
理
解
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
見
方
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ガ
イ
ス

マ
l
ル
の
よ
う
に
四
八
年
以
後
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
仏
教
的
な
も
の
へ
と
接
近
し
て
い
る
と
い
よ
う
な
見
方
(
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は

こ
こ
で
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
)
も
ま
た
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
興
味
深
い
問
題
と
は
言
え
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、

ル
ケ
ゴ

i
ル
流
の
調
停
神
学
的
な
立
場
か
ら
(
彼
が
調
停
神
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
)
国
教
会
批
判
、

」
の
「
変
化
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
わ
ば
キ
ェ

キ
リ
ス
ト
教
文
化
批
判

と
い
う
よ
う
な
も
の
へ
と
移
行
し
て
行
く
「
変
化
」
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
の
運
命
が
先
取
り
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
中
世
的
な
キ
リ
ス
ト
教
社
会
、
す
な
わ
ち
コ
ル
プ
ス
・
ク
リ
ス
チ

ア
l
ヌ
ム
の
終
震
を
彼
独
自
の
仕
方
で
宣
言
し
た
。
あ
る
い
は
彼
の
思
想
そ
れ
自
体
の
中
に
、
中
世
が
そ
れ
を
生
み
出
し
、
し
か
し
結
果
的

に
は
中
世
を
越
え
て
出
て
行
こ
う
と
し
た
宗
教
改
革
か
ら
、
「
宗
教
改
革
の
徹
底
化
」

で
あ
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
へ
と
い
う
動
き
に
も
似

た
展
開
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
彼
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
共
通
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
も
見
い
だ
す

」
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
終
末
論
の
一
面
化
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

七
、
終
末
論
の
欠
如
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
思
想
の
根
本
問
題

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
中
に
二
種
類
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
通
り
、

キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
視
点



か
ら
見
る
な
ら
ば
、

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
歴
史
の
中
に
こ
の
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
混
在
し
て
き
た
。
既
に
述
べ
た
通

り
そ
れ
は
根
本
的
に
は
終
末
論
の
理
解
に
関
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
終
末
論
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
が

そ
の
内
に
合
わ
せ
持
つ
よ
う
に
な
る
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
タ
イ
プ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
の
接
近
観
は
文

化
や
現
世
的
救
済
機
関
と
し
て
の
教
会
の
意
味
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
当
然
反
文
化
的
、
反
現
世
的
と
な
る
。
反
対
に
終
末

論
の
後
退
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
や
キ
リ
ス
ト
教
国
家
体
制
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
は
排
除

さ
れ
、
神
の
国
の
世
界
内
的
な
建
設
が
目
的
と
な
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
は
、
聖
書
的
な
終
末
論
の
中
に
あ
る
終
末
の
接
近
の
「
未
だ

に
」
と
い
う
モ
テ
ィ
!
フ
と
「
既
に
」
と
い
う
モ
テ
ィ

l
フ
と
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
の
中
に
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
を
理
解
し
て
き
た
の
で
あ
り
、

現
状
を
「
中
間
時
」
と
し
て
捉
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
終
末
は
な
お
到
来
し
て
は
い
な
い
が
、

そ
の
先
取
り
的

な
も
の
を
経
験
し
た
と
い
う
理
解
を
知
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
も
の
を
先
取
り
と
し
て
は
経
験
し
つ
つ
も
、

そ
れ
を
完
全
に
は
持

っ
て
い
な
い
状
況
と
し
て
の
現
在
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
相
対
的
な
尺
度
の
時
代
で
あ
る
が
、
絶
対
的
な
尺
度
を
先
取
り
と

し
て
は
知
っ
て
い
る
時
代
な
の
で
あ
る
。

問
題
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
お
い
て
は
こ
の
終
末
論
的
な
思
考
が
欠
如
、
あ
る
い
は
一
面
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
が
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
と
分
け
持
っ
て
い
た
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
「
中
間
時
」
と
し
て
の
、

い
わ
ば
ジ
ン
テ
ー
ゼ
と
し

て
の
現
実
理
解
を
持
ち
得
な
か
っ
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
思
想
は
両
翼
に
揺
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
終
末
意
識
の
欠
如
し
た
現
世
的
キ

リ
ス
ト
教
と
、
終
末
の
急
接
近
の
意
識
の
故
に
す
べ
て
の
文
化
的
、
現
世
的
な
意
義
を
喪
失
す
る
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
ち
ら
も

歴
史
の
中
で
は
た
え
ず
修
正
を
求
め
ら
れ
て
き
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
も
し
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
が
真
の
キ
リ
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ス
ト
教
へ
の
い
ぎ
な
い
を
自
己
の
課
題
と
し
て
い
た
の
な
ら
ば

こ
の
点
か
ら
彼
の
思
想
は
今
一
度
ト
ー
タ
ル
に
考
え
直
さ
れ
る
べ
き
な
の
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で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
JI--

土
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
誤
っ
て
い
た
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
必
要
は
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
判
断
を

引
き
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
思
想
の
意
義
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
の
外
に
立
っ
た

キ
リ
ス
ト
教
批
判
者
で
は
な
く
、
彼
は
真
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
な
お
も
存
続
し
て
い
た
コ
ル
プ
ス
ク
リ
ス
チ
ア

l
ヌ
ム

体
制
の
終
わ
り
の
開
始
に
位
置
し
、

そ
の
終
わ
り
を
宣
言
す
る
予
言
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
し
、

ま
た
そ
こ
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
批
判
の
限
界
も
存

在
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。




