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P・

T
-
フ
ォ

1
サ
イ
ス
に
お
け
る
神
義
論

仁コ
I司

品目

松

は
じ
め
に

フ
ォ

1
サ
イ
ス
の
同
封
。

hs円

S
S足
。
ミ
ミ

c。札・
.
h
R雪
之
号
、
司
h
N

下
泣
き
お
さ
h

N

(
リ

E
S
H
S
S
同
討
さ
忌
ミ
(
一
九
二
ハ
年
)
と
い
う
著
作
は

神

義
論
」
(
忌
席
。
庄
司
)
を
主
題
に
し
て
い
る
。
ミ
ル
ト
ン

C
。
『
ロ
冨
出
件
。
ロ
一
六

O
八
|
七
四
)
は
司
令
、
h
H
h

史的。
h
a
H
に
お
い
て
、

「
こ
の
大
い

な
る
主
題
の
高
さ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
永
遠
の
摂
理
を
擁
護
し
、
神
の
道
の
正
し
さ
を
人
び
と
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」

(1) 

(
円

B
m
q
g
8ユ
思
2
5
-
P
2
E
8
8
w〉
E
E
ω
s
z
z
t司
m
q
g
え
の
。

ι
B
E
g
-
)
と
歌
っ
て
い
る
が
、

る
に
当
た
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
ミ
ル
ト
ン
を
意
識
し
て
の
こ
と
に
違
い
な
い
。

フ
ォ

1
サ
イ
ス
が
神
義
論
を
論
じ

「
わ
れ
わ
れ
は
、
信
仰
に
も
芸
術
に
も
向

そ
の
作
品
の
目
的
は
、
『
永
遠
の
摂
理
を
擁
護
し
、
人
間
に
対
す
る
神
の
道
を
義
と

(2) 

す
る
こ
と
』
(
叶
。
〈
宮
島

g
古
田
2
5一
中
。
i【

H
8
8・〉足
--5E守
pmud司
mqω
え
の
。

ι
Z
B
M
S・
)
と
扉
に
記
さ
れ
て
い
る
」
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

の
信
仰
に
立
っ
て
い
る
ミ
ル
ト
ン
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
、
あ
の
崇
高
な
作
品
か
ら
「
神
義
論
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
得
ょ
う
と
し
た
フ

じ
よ
う
に
、

一
つ
の
立
派
な
仕
事
に
親
し
ん
で
い
る
。

オ
ー
サ
イ
ス
の
試
み
は
非
常
に
意
味
深
い
こ
と
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
言
う
神
義
論
に
は
一
つ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
は
福
音
的
性
格
と
し
て
神
の
恩
寵
の
強
調
が
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う



こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
神
義
論
の
結
論
と
し
て
神
の
義
を
持
つ
の
で
な
く
、
賜
物
と
し
て
そ
れ
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神

義
論
は
歴
史
と
関
わ
り
の
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、

そ
の
歴
史
の
問
題
の
解
決
に
お
い
て
も
彼
は
神
の
恩
寵
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し

た
。
神
義
論
を
め
ぐ
る
彼
の
思
惟
構
造
は
、
神
に
つ
い
て
の
唯
一
の
擁
護
者
を
神
と
し
、
神
ご
自
身
の
神
義
論
は
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

(3) 

と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

の
十
字
架
に
あ
り
、

「
神
の
問
題
は
歴
史
の
問
題
で
あ
り
、
歴
史
の
中
に
あ
る
神
の
問
題
で
あ
る
」

そ
し
て

」
う
い
う
神
義
論
は

「
歴
史
神
学
」

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

歴
史
神
学
は
、
大
木
英
夫
教
授
に
よ
れ
ば
、
〈

E
Z
2
2
n
F
o
d
H
g
Z包
ゆ
〉
と
〈
の
2
岳
山
岳
E
r
g
-。
向
日
。
〉
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、
組

織
神
学
、
聖
書
神
学
、
実
践
神
学
と
並
立
す
る
神
学
諸
科
の
一
つ
と
し
て
、
教
理
史
や
教
会
史
を
取
り
扱
う
歴
史
神
学
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
後
者
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
英
語
で
い
う
と
〈
岳

g
z唱
え

Eω
ぢ
弓
〉

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
歴
史
へ
の
内
在
性
と
超
越
性
の
動
的
結
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、

は
、
神
学
そ
の
も
の
が
歴
史
的
に
な

「
歴
史
形
成
町
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換

目
す
れ
ば
、

「
終
末
論
的
神
学
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
は

」
こ
で
は

「
神
義
論
」

と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
フ
ォ

l
サ
イ
ス
が
ど
の
よ
う
な
原
理
に
立
脚
し
て
そ
れ
を
展
開
し
、
歴
史
を
ど
の
よ
う

に
理
解
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
の
も
と
で
以
下
の
四
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
即
ち
、
第
一
に
神
義
論
の
根
本
原
理
、

つ
ま
り
神
の
自
己
義
認
と
い
う
理
念
と
購
罪
論
か
ら
神
義
論
へ
の
転
換
に
つ
い
て
、
第
二
に
神
の
恩
寵
と
し
て
の
歴
史
理
解
に
つ
い
て
、
第

三
に
目
的
論
と
し
て
の
神
義
論
に
つ
い
て
、
第
四
に
審
判
と
神
義
論
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

神
義
論
の
根
本
原
理

フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
言
う
神
義
論
の
底
流
に
あ
る
理
念
を
見
て
み
た
い
。
第
一
に
「
神
の
自
己
義
認
」
(
∞

o
-
3
5
E
g
tド
)
)
と
い
う
理
念
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に
つ
い
て
、
第
二
に
「
哲
学
的
神
義
論
の
排
除
」

に
つ
い
て
、
第
三
に
「
蹟
罪
論
か
ら
神
義
論
へ
の
転
換
」

に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

3IO 

神
の
自
己
義
認

(ωo一ヱ
c
ω
Z
2
2
t
oコ)

フ
ォ

1
サ
イ
ス
の
言
う
神
義
論
は
、
次
の
よ
う
に

(6) 

「
義
認
論
の
中
に
そ
の
核
心
」
を
持
っ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
人
間
に
対
す

る
要
求
が
、
神
に
対
す
る
人
間
の
要
求
に
先
行
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
二
つ
は
、
神
に
対
す
る
神
の
要

求
、
神
が
ご
自
身
の
要
求
を
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
効
に
さ
れ
る

(
。
〈
ゆ
号
ロ
-o)
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
不
本
意
な
が
ら
、
人
間
に

さ
い
の
根
底
に
あ
る
義
認
は
、
神
の
自
己
義
認
(
。
。
【
主
将

5
5
E図
。
色
。
ロ
)

つ
い
て
の
神
の
義
認
の
み
が
、
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
義
認
の
秘
密
を
解
く
か
ぎ
な
2
2
C
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
学
ぶ
。

で
あ
(
か
)
」
、
と
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
は
信
仰
義
認
を
「
人
間
に

」
れ
ら
い
っ

つ
い
て
の
神
の
義
認
」

と
表
現
し
、

人
間
が
神
の
正
義
を
判
定
す
る

「
神
義
論
」
を

「
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
義
認
」

る
。
そ
し
て
、
神
の
自
己
義
認
と
い
う
理
念
が
両
者
の
根
底
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
は
、

自
身

年と
目ー

る六
噴長
二し
2312て

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
、

「
神
み
ず
か
ら
義
と
な
り
」

(
同
』
〈
一
町
。

s-mEto-cω
円・一

Z
H山∞〈一

F
m
w
E
B
R阿
佐
ユ

m
F件。。ロ
ω・
)
(
ロ
マ
童
三
一
・
二

六
)
と
い
う
御
言
葉
に
聖
書
的
根
拠
を
持
つ
。

「
は
じ
め
に
」

で
フ
ォ
!
サ
イ
ス
は
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
信
仰
に
立
っ
て
い
る
ミ
ル
ト
ン
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
に
ふ
れ
た
が
、

「
自
己
義

認」

(ω
巳
ヱ
ロ
ω
昨日

g
t。
ロ
)
と
い
う
言
葉
は
、
ミ
ル
ト
ン
、
ト
マ
ス
・
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
、
オ
ウ
エ
ン
な
ど
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
神
学
者
た
ち
の

(9) 

著
作
か
ら
は
発
見
で
き
な
い
。
ど
こ
か
ら
フ
ォ

l
サ
イ
ス
は
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
彼
は
、
他
の
神
学
者
か
ら
こ

の
理
念
を
得
た
の
で
は
な
く
、

「
信
仰
義
認
」

の
理
念
か
ら
逆
に
思
索
し
て
得
た
独
創
性
あ
る
理
念
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
彼

「
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
神
の
義
認
に
よ
っ
て
、
ご
自
身
に
つ
い
て
の
神
の
義
認
に
驚
い
て
日
を
見
張
る
。
両
者
は
一
つ
で
あ

(
印
)

り
、
同
じ
行
為
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
信
仰
義
認
か
ら
神
の
自
己
義
認
を
見
出
す
面
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

カま



彼
の
神
学
を
「
十
字
架
の
神
学
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
神
の
自
己
義
認
も
「
キ
リ
ス
ト
」
と

十
字
架

の
上
に
立
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、

」
れ
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

第
一
に
自
己
義
認
の
理
念
が

と
結
ぼ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
み
よ
う
。
世
界
に
お
い
て
無
秩
序
が
悪
や
苦
痛
、
罪
責
な
ど

の
形
と
し
て
人
間
を
悩
ま
さ
せ
る
時
、
隠
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
神
の
計
画
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
神
の
正
義
と
関
わ
り
が
あ
る
。
神
の

「
キ
リ
ス
ト
」

正
義
に
対
す
る
関
心
は
、
大
き
く
分
け
て

「
教
会
」
と

「
世
界
」

か
ら
発
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
福
音
に
負
っ
て
い
る
教
会
か

ら
の
聞
い
は
、

ど
う
す
れ
ば
人
聞
は
神
と
正
し
い
関
係
に
入
れ
る
の
か
で
あ
る
。

二

O
O
一
年
九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
の
直
後
の
吋
を
(
リ
マ
宣
旨
ミ
心
ミ
ミ
ミ

(ω8・
N

∞
Moo-)
と
い
う
雑
誌
は
回
目
頭
で
、

「
わ
た
し
た
ち

は
神
か
ら
御
言
葉
を
願
っ
て
い
る
。
:
:
:
わ
た
し
た
ち
は
、
神
が
わ
た
し
た
ち
に
対
し
て
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
絶
望
的
に
知
ろ
う
と
し
て

(ロ)

い
る
」
、
と
言
う
。
想
像
で
き
な
い
危
機
の
中
で
神
の
声
を
ど
の
よ
う
に
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ど
こ
で
そ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
と
い
う
神
義
論
的
な
聞
い
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
反
面
、

エ
ゴ
イ
ス
ト
と
共
に
す
る
世
界
か
ら
発
し
て
い
る
聞
い
は
、

ど
う
や
っ
て
神
は
人
間
と
正
し
い
関
係
に
な
る
の
か
で
あ
る
。
前
者
は
人
聞
を
神
の
法
廷
に
連
れ
て
行
く
が
、
後
者
は
神
を
人
間
の
法
廷
に

キ
リ
ス
ト
は
こ
の
両
者
を
取
り
扱
う
。

連
れ
て
行
く
。

フ
ォ

1
サ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、

」
れ
が
神
の
自
己
義
認
と
い
う
理
念
の
核
心
的
論
理
で

あ
ろ
う
。
神
の
道
を
人
間
の
理
性
や
人
間
の
良
心
の
法
廷
に
持
っ
て
く
る
の
で
な
く
、
す
べ
て
の
理
性
と
良
心
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
十

(
H
H
)
 

字
架
に
お
い
て
神
ご
自
身
の
た
め
の
基
準
に
持
っ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
論
理
で
あ
る
。
こ
う
い
う
論
理
は
、
彼
が
迫
町
内
マ
註
註
ミ
同
忌
片

ミ
司
令
、
(
一
九
一
六
年
)
と
い
う
著
作
に
お
い
て
、
御
子
は
人
間
の
良
心
だ
け
で
な
く
、
神
の
良
心
を
も
義
と
す
る
た
め
に
来
ら
れ
が
)
と
述

べ
て
い
る
論
理
と
一
致
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
が
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
は
ご
自
身
の
法
廷
に
行
く
こ
と
に
な
り
、
神
の
自
己
義
認

が
キ
リ
ス
ト
に
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
日
)

「
キ
リ
ス
ト
」
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
神
に
つ
い
て
の
義
認
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

第
二
に
自
己
義
認
の
理
念
が

十
r-'-->-

f 
架

と
結
ぼ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
み
よ
う
。
唯
一
の
究
極
的
神
義
論
は
神
の
自
己
義
認
だ
と
一
言
え

P.T・フオーサイスにおける神義論3II 



る
が
、
神
は
御
子
の

「
十
字
架
」
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
行
っ
た
。
な
ぜ
十
字
架
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
、
神
み
ず
か
ら
さ

さ
げ
も
の

(ω
己
申
。
同
2
宮
間
)
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ど
ん
な
人
間
の
理
由
づ
け
も
御
子
に
つ
い
て
の
神
の
処
置
を
越
え
て
、
神
を
義
と

312 

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
神
は
ご
自
身
を
義
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
神
は
人
間
に
、
ご
自
身
と
共
に
万
物
を
与
え

る
ほ
ど
、
御
子
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
邪
悪
な
人
間
に
対
し
て
、

キ
リ
ス
ト
の
愛
が
感
じ
る
最
悪
の
条
件
の
下
で
、
神
み
ず
か
ら
さ
さ
げ

も
の
に
な
っ
た
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
聖
な
る
御
名
に
対
し
て
も
そ
う
し
た
。
人
間
を
義
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
神
を
も
義
と
し
た
場
所
が

そ
れ
[
十
字
架
]

「
十
字
架
」
で
あ
る
。
十
字
架
上
で
、
正
義
の
神
は
行
為
者
と
な
り
、
受
難
者
と
な
っ
た
。
「
し
か
し
、
義
と
す
る
も
の
が
ど
ん
な
も
の
で
も
、

は
、
全
人
類

(
F
o
g
-
2
3。
)
と
共
に
神
の
す
べ
て
の
摂
理
を
義
と
し
、
全
人
類
の
問
題
を
解
決
す
る
」
、
と
フ
ォ

l
サ

十
字
架
に
、

イ
ス
は
言
う
。
審
判
と
恩
寵
を
持
つ
十
字
架
、
愛
と
栄
光
と
救
い
を
持
つ
十
字
架
、

「
世
界
に
お
け
る
神
の
唯
一
の
自
己
義
範
」
が
あ
る
。

そ
し
て
完
成
さ
れ
た
業
を
持
つ
十
字
架
、
こ
の
よ
う
な

第
三
に
、

で
は
、
神
の
自
己
義
認
と
い
う
理
念
の
神
学
的
妥
当
性
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う

o
E急
R
S
?守
ミ

S
E
U
S、
ミ
ミ
ミ
(
一
九
九

五
年
)
と
題
す
る
フ
ォ

i
サ
イ
ス
関
連
論
文
集
に
お
い
て

U
N
S
E也、

g弘
同
ミ
ミ
も

S
S
と
い
う
題
の
論
文
を
書
い
た
マ
ッ
キ
ノ
ン
(
ロ

S
色
色

云
・
豆
R
百
ロ
ロ
。
ロ
)
は
、
十
字
架
に
お
け
る
神
の
自
己
義
認
と
い
う
理
念
を
、
フ
ォ
!
サ
イ
ス
に
と
っ
て
「
唯
一
の
妥
当
な
神
義
論
」
(
任
。

(
四
)

。ロ

q
s
E
P
g
E
Q
)
と
し
て
見
な
し
て
い
る
。
芳
賀
力
教
授
に
よ
れ
ば
、
十
字
架
の
神
義
論
は
キ
リ
ス
ト
教
的
神
義
論
の
要
衝
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
に
よ
り
、
御
子
の
十
字
架
に
お
け
る
神
の
自
己
義
認
と
い
う
理
念
は
神
学
的
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

哲
学
的
神
義
論
の
拒
否

フ
ォ

l
サ
イ
ス
は
同
出
向
、

NhassS3
矢
口
ミ
と
い
う
著
作
に
お
い
て
、

章
を
設
け
て
い
る
。
彼
が
そ
れ
を
設
け
た
理
由
は
、
神
義
論
の
問
題
が
哲
学
に
対
し
て
も
同
等
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
究
極
的
な
問
題
で
あ
っ

「
哲
学
的
神
義
論
」
(
司

E
2
8
E
g
}
己
百
。
品
目
。
可
)
と
い
う
題
の



(
幻
)

た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
神
義
論
を
め
ぐ
る
方
法
論
と
し
て
、
彼
は
哲
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
排
除
し
て
い
る
。
彼
が

(
幻
)

た
ご
計
画
は
哲
学
者
と
共
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
預
言
者
と
共
に
あ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
を
哲
学
的
思
考
に
頼
っ
た
神
学
者

「
主
の
秘
め
ら
れ

と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
し
ろ
彼
は
、
哲
学
的
思
考
か
ら
思
い
を
背
け
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
わ
れ
わ
れ
は
啓
示
の

迫
力
の
あ
る
力
へ
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
哲
学
の
広
大
な
輪
郭

(
g
D
Zロ
こ
か
ら
も
っ
と
広
大
な
神
学
の
軌
道
(
。
号
芹
)

ヘ
、
聖
な
る
も
の
と
永
遠
な
る
も
の
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
詩
へ
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
時
」
、
主
一
一
一
口
う
。
こ
の
よ
う
な
方
向
の
転
換
は
、

言
い
換
え
れ
ば
、
想
像
か
ら
信
仰
へ
の
転
換
を
意
味
し
、
霊
感
か
ら
噴
い
ヘ
、

す
べ
て
の
も
の
か
ら
キ
リ
ス
ト
と
十
字
架
へ
の
転
換
を
意

味
し
て
い
る
。

フ
ォ

1
サ
イ
ス
が
哲
学
を
重
視
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
、
彼
が
哲
学
に
お
け
る
過
程
(
司

5
2
2
)
よ
り
む

し
ろ
行
動

(
R位
。
ロ
)
や
行
為

2
2
)
を
重
ん
じ
、
神
の
栄
光
を
あ
が
め
て
い
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
に
は
答
え
ら
れ
な
い
問

い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
な
ぜ
被
造
物
は
苦
し
み
続
け
て
い
る
の
か
、
ど
う
し
て
神
は
善
の
軌
道
に
の
っ
て
い
た
人
々
の
道
徳
的
破

滅
を
許
し
、
聖
徒
の
堕
落
さ
え
も
許
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
う
い
う
答
え
ら
れ
な
い
問
い
に
対
す
る
彼
の
ア
プ
ロ

ー
チ
の
仕
方
は
、
神
に
対
す
る
信
仰
と
信
頼
に
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(
斜
)

(
g
i
D
m
宗
門
)
に
よ
っ
て
思
想
家
や
世
界
を
制
す
る
神
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
。
彼
は
神
へ
の
信
頼
と
共
に
神
の
栄
光
を
も
重

「
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
、
救
い
の
行
為

視
し
た
。
神
が
人
間
に
喜
び
を
増
大
し
な
い
時
さ
え
も
、
神
に
栄
光
を
帰
す
る
信
仰
、

(
お
)

の
魂
の
喜
び
で
は
な
く
、
神
の
栄
光
で
あ
る
」
、
と
信
じ
て
い
る
信
仰
で
あ
る
。
哲
学
的
気
質
は
、
行
動
よ
り
過
程
に
も
っ
と
関
心
を
持
ち
、

つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
の
偉
大
な
目
的
は
、
わ
れ
わ
れ

危
機
よ
り
は
結
合

(
g
r
g
zロ
)
、
奇
蹟
よ
り
は
秩
序
、
恩
寵
よ
り
は
成
長
に
関
心
を
持
つ
が
、
彼
は
極
力
こ
う
い
う
気
質
を
避
け
、

信
仰
と
神
の
栄
光
を
目
指
す
神
学
的
思
索
に
逼
進
し
た
の
で
あ
る
。

「
ス
ト
ア
主
義
か
ら
啓
蒙
(
口
E
E
E色
。
ロ
)
ま
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

(
Z
E
E
R
)

(
U
O
富
山
町
宮
)
ま
(
切
に
哲
学
的

か
ら
ド
・
メ
ス
ト
ル

神
義
論
は
形
づ
く
ら
れ
る
が
、

そ
の
方
法
論
の
中
の
一
つ
に
は
個
を
全
体
の
従
属
物
と
し
て
、
個
を
全
体
の
幸
福
の
た
め
の
手
段
と
し
て
み

た
だ
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(
幻
)

て
、
個
々
人
の
道
徳
的
人
格
的
価
値
を
無
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
た
哲
学
的
神
義
論
は
、

「
魂
の
決
定
的
な
変
則
(
言
。
B
己
可
え
任
。

そ
し
て
そ
れ
自
身
の
弁
証
法
に
関
し
て
破
綻
し
が
ち
で
あ
る
」
、
と
彼
は

314 

ω
。
己
)
を
考
え
た
時
、
私
た
ち
の
手
の
中
で
こ
わ
れ
て
し
ま
い
、

言
う
。
こ
の
言
説
の
中
で

「
魂
の
決
定
的
な
変
則
」

と
は
、
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
哲
学

的
神
義
論
が
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
適
用
さ
れ
る
時
、
矛
盾
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
の
理

由
が
あ
る
。
第
一
の
理
由
は
、

キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
と
し
て
、
彼
は
救
い
の
経
験
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
個
」
を
確
立
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

「
世
の
罪
を
取
り
除
く
神
の
子
羊
よ
、
わ
た
し
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
い
」
[
ヨ
ハ
ネ
一
・
二
九
、

マ
タ
イ
一

0
・
四
七
参
照
]
と

い
う
聖
句
が
あ
る
が
、
彼
は

「
わ
た
し
に
」

(
B
O
)

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
た
し
に
対
す
る
神
の
関
心

事

(
g
B
)
が
、
世
界
に
対
す
る
神
の
関
心
事
を
信
じ
る
わ
た
し
の
信
仰
の
源
泉
だ
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。

わ
た
し
は
救
済
さ
れ
た

世
界
の
中
で
救
わ
れ
た
。
:
:
:
わ
た
し
の
救
い
が
ど
れ
ほ
ど
深
く
世
界
の
救
い
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
自
覚
さ
せ
た
の
は
、

の
救
い
で
あ
つ
が
)
」
。
こ
う
い
う
告
白
か
ら
全
体
を
贈
っ
た
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る

わ
た
し

「個」

の
確
立
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第

の
理
由
は
、
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
に
神
の
摂
理
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
さ
い
な
こ
と
に
も
神
の
摂
理
は
存
在
す
る
。
世
界
の
さ
さ
い
な
こ

と
が
摂
理
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、

そ
し
て
そ
れ
が
偶
然
の
領
域
の
中
に
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
は
善
に
な
る
こ
と
も
永
久
に
な
る
こ
と
も
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
さ
い
な
こ
と
は
永
遠
の
法
則
か
ら
発
し
、

そ
れ
は
全
体
の
善
を
つ
く
る
神
の
摂
理
で
あ
る
。
十
字
架
は
些
細
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
イ
エ
ス
の
時
代
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
も
っ
と
も
軽
蔑
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト

は
、
全
世
界
の
重
荷
と
未
来
を
含
ん
で
い
る
人
間
(
常

ω
。
己
)
と
な
っ
た
の
で
あ
持
。
哲
学
的
神
義
論
は
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ

ス
ト
に
含
ん
で
い
る
神
の
摂
理
に
対
し
て
十
分
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
哲
学
的
な
方
法
の
影
響
を
受
け
た
キ
リ
ス
ト
教
の
道
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
の
批
判
の
核
心
は
罪
と
悪
に

対
す
る
処
理
の
欠
如
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
な
ら
ば
、
和
解
の
概
念
が
万
物
に
お
い
て
神
の
理
想
的
過
程
の
性
質
と
し
て
把

握
さ
れ
、
騒
い
に
対
し
て
十
分
な
価
値
を
与
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
的
方
法
の
影
響
を
受
け
た
神
学
は
、

「
人
間
の
蹟
い
や
神
の
関
係



回
復
(
巳
。
ロ
O
B
g片
言
。
。
巳
)

(
H
コ
リ
ン
ト
五
・
一
九
、
二
(
寸
)
)
」
、

と
彼
は
言
う
。

そ
れ
は
神
を
義

に
お
け
る
和
解
を
発
見
し
な
か
っ
た

と
す
る
(
〕
己
注
守
)
が
、
神
に
栄
光
を
与
え
る
こ
と
に
は
失
敗
し
た
。

一ーー三

購
罪
論
か
ら
神
義
論
ヘ

「
至
高
の
神
義
論
は
蹟
罪
で
あ
る
」

(
泣
)

(叶

FOω
口問
)
2
5
0
p
m
w。品目。山、宮町民。ロ
O
B。巳・)。

フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
言
う
神
義
論
の
キ

1
ワ

」
れ
は
、

ー
ド
だ
と
言
え
る
。

つ
ま
り
神
義
論
に
は
蹟
罪
論
が
横
た
わ
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
フ
ォ

1
サ
イ
ス
独
特
の
理
念
が
あ
る
。

そ
れ
は
英
語

の
ぼ
S
D
O
件
。
。
。
円
(
あ
る
い
は
、
ば
⑦

-EZロ
包
.
)
、
す
な
わ
ち
「
関
係
回
復
」

(
お
)

と
訳
す
)
。

と
い
う
理
念
で
あ
る

(
大
木
教
授
の
示
唆
に
よ
り
「
神
と
関

係
を
回
復
す
る
」

こ
こ
で
は
ま
ず
、
蹟
罪
の
根
幹
を
な
す
和
解
の
概
念
を
み
た
後
、
購
罪
論
か
ら
神
義
論
へ
の
転
換
を
み
て
み

'こ

3

0

4
J
》

Vま
ず
考
察
し
た
い
の
は
、

「
蹟
罪
」

(内四件。口。
Emw口同)

「円
H
刃
生
1

1
小目
A
月」

(円ゅの。ロ巳
]
E
Z
。ロ)

の
理
念
で
あ
る
。
和
解
に
対
す

の
土
台
と
な
っ
て
い
る

る
伝
統
的
な
聖
書
箇
所
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
神
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
世
を
自
分
に
和
解
さ
せ
、

そ
の
罪
過
の
責
任
を
こ
れ
に
負
わ
せ

る
こ
と
を
し
な
い
で
、
:
:
:
神
は
わ
た
し
た
ち
の
罪
の
た
め
に
罪
を
知
ら
な
い
か
た
を
罪
と
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、

わ
た
し
た
ち
が
、
彼
に
あ

っ
て
神
の
義
と
な
る
た
め
な
の
で
あ
る
」

(
H
コ
リ
ン
ト
五
・
一
九
、
二
一
)
。

に
は
ど
う
い
う
概
念
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
驚

「
日
刃
牛

手
↑
A
用
」

く
べ
き
こ
と
は
、

「
神
ご
自
身
の
う
ち
で
和
解
さ
れ
た
」

(。。

ι
5
8
R
-
F仏
三
岳
吉
田

B
R
R
)
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
み

て
み
よ
う
。
和
解
に
お
い
て
神
の
怒
り
あ
る
い
は
神
の
審
判
の
理
由
は
取
り
去
ら
れ
る
が
、

フ
ォ

l
サ
イ
ス
は
守
宮
司
。
込
ミ

Q
N司
法

叫

(

九
一

O
年
)
と
い
う
著
作
に
お
い
て
ヨ
一
早
つ
。

「
和
解
は
神
が
罪
の
責
任
を
負
わ
せ
な
い
(
口
。
ロ
ム
自
℃
己
主
。
ロ
)
こ
と
に
よ
る
。
神
が
罪
の
責
任

(
泊
)

を
負
わ
せ
な
い
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
罪
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
」
、
と
。
換
言
す
れ
ば
、
罪
を
知
ら
な
い
永
遠
の
御
子

の
う
え
に
罪
の
審
判
が
下
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
神
ご
自
身
の
う
ち
で
和
解
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
が
つ
ね
に
「
キ

P・T・フオーサイスにおける神義論315 



リ
ス
ト
を
喜
び
」
と
し
、

「
神
ご
自
身
の
聖
な
る
自
己
満
足
」
(
路
用

8
5
1
R
g
q
)
と
す
る
の
は
、
和
解
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

和
解
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
蹟
罪
で
あ
る
。
大
木
教
授
が
見
て
い
る
よ
う
に
、
和
解
と
購
罪
の
両
概
念
は
、

と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
既
述
し
た

「
同
一
の
神
的
現
実
に
根
差

ヲ16

し
て
い
る
」
、

「
互
換
融
通
可
能
な
同
義
概
念
」

「
円

μ
刃牛

rt午
品
問
川
」

の
概
念
を
踏
ま
え
た
上
で

「
購
罪
」

の

層
が
あ
る
。

概
念
を
見
て
み
よ
う
。
人
間
は
神
の
行
為
を
最
後
ま
で
拒
絶
す
る
罪
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
罪
の
ゆ
え
に
神
と
人
間
の
問
に
は
巨
大
な
断

「
人
間
は
武
器
を
手
に
し
た
反
逆
者
の
よ
う
に
神
と
敵
対
し
て
い
持
」
。
そ
れ
ゆ
え
購
罪
は
人
聞
か
ら
で
は
な
く
、
神
か
ら
来
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
が
、
罪
責
を
破
壊
し
、
犯
し
た
悪
を
打
ち
消
し
、
神
ご
自
身
の
聖
な
る
御
名
を
崇
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
蹟

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
臆
罪
は
、
大
木
教
授
に
よ
れ
ば
、
神
が
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
い
う
傷
ま
し
き
手
続
き
を
経

て
実
現
さ
れ
る
神
の
行
為
で
あ
認
。
こ
の
意
味
で
十
字
架
は

「
神
の
十
字
架
」

で
あ
る
。

十
字
架
に
お
い
て
神
は
人
間
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。
人
間
は
霊
的
な
耳
を
も
っ
て
聞
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

フ
ォ

l
サ
イ
ス
は
言
う
。

「
わ
た
し
の
正
義
の
名
を
弁
護
す
る
(
古
色
守
)

た
め
に
、

わ
た
し
は
独
り
子
を
犠
牲
に
す
る
の
だ
。
:
:
:
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
な
た
た
ち
を

圧
倒
す
る
重
荷
を
負
っ
た
の
だ
。
:
:
:
御
子
の
な
し
た
こ
と
は
、

わ
た
し
の
な
し
た
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
静
ま
っ
て
、

わ
た
し
が
神
で
あ

る
こ
と
を
知
れ
。

そ
の
憐
れ
み
は
そ
の
威
厳
の
よ
う
で
あ
り
、

そ
の
全
能
は
お
も
に
赦
し
と
噴
い
に
あ
る
。

聖
性
に
満
ち
て
い
る
新
し
い

天
と
地
の
聖
所
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
々
を
礼
拝
に
集
め
ら
れ
る
あ
の
日
に
、
新
し
い
人
類
が
世
界
ヘ
生
ま
れ
る
と
い
う
喜
び
の
た
め
、

(
お
)

苦
悩
は
忘
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
。
す
な
わ
ち
、
神
ご
自
身
に
よ
る
正
義
の
名
の
弁
護
と
、
そ
れ
に
よ
る
蹟
い
、
そ
し
て
神
の
喜
び
が
描
か

れ
で
あ
る
。

ハ
ン
タ
ー
(
k
r

・
冨
・
出
口
口
宮
司
)
も
注
意
を
払
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は

(
鈎
)

(
}
5
q
E
H
F
q
ω
o
-
E
Sロ
包

E
E
ω
∞
。
ロ
・
)
と
い
う
理
念
が
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ォ

1
サ
イ
ス
は
こ
こ
に
お
い
て
、

「
御
子
に
お
け
る
聖
な
る
父
の
自
己
関
係
回
復
」

キ
リ
ス
ト
の

十
字
架
が
人
間
の
み
を
和
解
し
、
神
と
関
係
回
復
し
な
い

(
幼
)

ら
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
神
は
ご
自
身
の
う
ち
で
和
解
さ
れ
た
が
、
臆
罪
に
お
い
て
も
そ
れ
と
同
様
に
、
神
ご
自
身
を
贈
っ
た

(
口
三
巳
。

5
ぎ
の
。
己
)
な
ら
ば
こ
う
い
う
こ
と
は
事
実
無
根
だ
と
見
て
い
る
か(す

な
わ
ち
関
係
回
復
し
た
)

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
購
罪
に
お
け
る
関
係
回
復
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
十
字
架
に
お
け
る
関
係
回
復
の
結
果
、
神
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「
永
遠
の
歓
喜
」

(
0
5
5ニ
色
色
ん
)
を
持
つ
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
神
が
人
間
を
購
っ
た
こ
と
は
、
神
ご
自
身
と
関

係
回
復
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

フ
ォ

1
サ
イ
ス
は
、
訴
。
忠
言
。
。
円
(
「
関
係
回
復
」
)
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
誰
か
ら
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
必
)

さ
れ
て
い
る
、

そ
れ
は
、

「
十
九
世
紀
最
大

の
牧
師
」
、

(
弓
包
包
存
者
ロ
-
E
S
H
N。
ZHAω
。
ロ
一
八
一
ム
ハ
|
一
八
五

「
理
想
の
説
教
者
と
し
て
高
く
評
価
」

ロ
パ

1
ト
ソ
ン

章)、

ブ
ォ

l
サ
イ
ス
は
既
に
ロ
バ

1
ト
ソ
ン
を
知
っ
て
い
た
し

(
Q
-
S
?凶
。
ミ
ミ
可
ミ
湾
、
第
七

(
必
)

ロ
パ

l
ト
ソ
ン
が
説
教
の
中
で
ピ
。

5
s
。
。
円
と
い
う
用
法
を
使
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

三
)
か
ら
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

一
八
五
一
年
、

「
キ
リ
ス
ト
に
よ
る

和
解
」

「
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的
な
教
理
は
蹟
罪
で
あ
る
。
:
:
:
そ
れ
は
関
係
回
復

(krZ5252C
で
あ
る
」

と
題
す
る
説
教
に
お
い
て

でと
あ説
る§教
。し

な
が
ら

(
仲
町
。
『
め
の
。
宮
山
口
色
。
ロ
え

B
B
言
。
。
仏
)
と
い
う
論
理
を
展
開
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら

「
神
に
対
す
る
人
間
の
和
解
」

徹
底
的
な
意
味
に
お
い
て
神
義
論
は
、
認
め
ら
れ
た
(
包
宮
古
包
)
だ
け
で
な
く
ま
た
崇
め
ら
れ
た
(
包
。
『
包
)
神
の
義
を
問
題
視
す
る
。

神
の
義
を
完
全
に
、
静
か
に
、
実
践
的
に
告
白
す
る
一
つ
の
場
所
が
人
間
に
は
あ
る
。
神
の
義
の
た
め
に
行
動
に
お
い
て
神
義
論
を
語
っ
た

(
必
)

で
あ
る
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
神
は
十
字

場
所
が
あ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
の
購
罪
の
十
字
架
」

(
h
F
ユωぺ
ωmw件。巴ロ
m

h
同.。
ωω)

そ
の
場
所
は
、

架
に
ご
自
身
の
名
を
永
遠
に
置
き
、
十
字
架
に
お
い
て
ご
自
身
を
知
る
(
出
足
ー
ω)
。
こ
う
し
て
神
は
、
永
久
に
神
の
名
を
崇
め
る
神
義
論
に

「
人
間
の
噴
い
や
神
と
の
関
係
回
復

2
5
3
2
Z
の
鉛
)
」
に
お
け
る
購
罪
を
発
見
す
る
神
学
的
営
み
を

ご
自
身
を
委
ね
る
の
で
あ
る
。

通
し
て
、
積
罪
論
が
神
義
論
ヘ
転
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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神
の
恩
寵
と
し
て
の
歴
史

「
悲
し
い
こ
と
に
人
々
は
、
神
は
歴
史
か
ら
遠
く
離
れ
て
不
在
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
神
と
距
離
を
置
き
、
神
を
不
在
と
す
る
人
間

た
ち
の
歴
史
を
、
神
は
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
。

」
れ
は
、
神
と
歴
史
と
の
関
係
を
切
断
す
る
人
々
に

「
こ
れ
は
ル
タ

1

(
必
)

主
義
を
十
七
世
紀
の
無
味
乾
燥
な
正
統
主
義
に
も
た
ら
し
、
二
十
世
紀
に
は
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
主
義
に
お
い
て
生
け
る
死
を
も
た
ら
し
た
」
、

対
す
る
フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
疑
問
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

「
歴
史
」
を
度
外
視
す
る
神
学
に
対
し
て
も
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

と
。
ル
タ

l
の
神
学
は
フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
そ
れ
と
同
様
に

「
十
字
架
の
神
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
的
に
は
違
う
。
ウ
ァ
ル
テ

ル
・
フ
ォ
ン
・
レ
!
ヴ
ェ
ニ
ヒ
(
巧
巳
F
2
gロ
円
。
め
当

g
w
F
)

(9) 

十
字
架
の
神
学
は
、
啓
示
の
神
学
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

は
『
ル
タ

l
の
十
字
架
の
神
学
』
と
い
う
書
に
お
い
て
、

「
[
ル
タ
!
の
]

つ
ま
り
歴
史
神
学
で
な
く
、
思
弁
に
よ
る
認
識
を
し
り
ぞ
け
る
啓
示
の
神

学
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
上
記
の
言
説
に
は
、
歴
史
的
土
台
か
ら
離
れ
た
神
学
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら

れ
る
。

い
て
、

彼
は フ

ォ

1
サ
イ
ス
は
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
封
。
ー
可
ミ
ミ
丹
念
山
内
。
¥
k
A
N
h
H
E
。
ミ
守
(
一
九
二
二
年
)
と
い
う
著
作
に
お

「
歴
史
」
を
、
大
き
な
意
味
に
お
け
る
歴
史
と
小
さ
な
意
味
に
お
け
る
歴
史
と
の
問
、
大
き
な
理
念
の
連
続
と
し
て
の
歴
史
と

で
は
、

経
験
的
出
来
事
の
か
た
ま
り
と
し
て
の
歴
史
と
の
問
、
予
測
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
歴
史
と
証
明
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
歴
史
と
の
聞
を
区

別
し
よ
う
と
し
た
。
ド
イ
ツ
語
の
の

2
岳山。
F
Z
と

巨
ωぢ
ユ
ゆ
と
の
区
別
で
あ
ろ
う

o
E
E
2
-
o
は
歴
史
学
の
方
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
よ

う
な
歴
史
で
あ
る
。

。02
E
n
F件
。
は
、
同
室
。
ユ
ゆ
が
検
討
す
べ
き
範
囲
の
外
に
あ
る
、
よ
り
広
い
も
の
で
あ
る
。

(
印
)

フ
ォ

1
サ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
を
形
成
す
る
、
創
造
的
な
も
の
で
あ
る
。
意
味
深
い
の
は
、
彼
が
の

2
。
F
W
F
Z
と
い
う
歴
史
を

一
方
、

つ
ま
り
そ
れ
は
、

「
サ
ク



ラ
メ
ン
ト
的
な
歴
史
」

(
ω
R
5
5
0
E巳
F
Z
g
q
)
と
し
て
見
な
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
極
め
て
フ
ォ

l
サ
イ
ス
的
な
表
現
だ
と
言
え
る
が
、

彼
は
聖
書
に
お
け
る
歴
史
も
こ
の
よ
う
に
み
て
い
る
。
聖
書
に
は
、
神
が
人
間
を
ど
う
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
人
間
の
た
め
に
何
を

し
て
お
ら
れ
る
の
か
、
人
聞
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は
何
を
な
す
べ
き
か
、

と
い
う
問
い
と
そ
れ
の
答
え
が
記
さ
れ
て
い
る
。

フ
ォ

1
サ
イ
ス

に
よ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
、
永
久
に
人
間
を
捜
し
求
め
、
見
つ
け
出
し
た
も
う
神
、
人
間
を
購
う
た
め
に
何
か
を
な
さ
れ
た
神
で
あ

る

そ
れ
を
蹟
い
の
歴
史
(
宮
町
宮
弓
。
ご
色
。
自
立
古
口
)
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
し
、
恩
寵
の
徹
底
的
な
行
動

(
-
8
m
m
R
t
g
)
と
終
局
的

行
為
が
表
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
恩
寵
の
歴
史

(
F
2
z
q
ぇ
m
E
2
)
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
意
味
深
い
の
は
、
彼
は
聖
書
の
歴
史
を
、

(
ω
R
B
E
g
s
-
F
Z
(れ
)
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
的
な
歴
史
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
言

ク
ラ
メ
ン
的
な
歴
史
」

〉つノ。

そ
れ
は
、
神
の

「
そ
れ
ら
は
証
明
(
℃
円
。
。
貯
)

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
や
源
泉
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
の
死
は
、
何
も
証
明
し
な
い
。

で
な
く
、

思
寵
を
伝
達
し
、
そ
し
て
新
生
(
号
者
間
貯
)
の
源
泉
で
あ
る
。
そ
れ
は
証
明

(
2
E
8
8
)
で
な
く
、
行
動
で
あ
り
、
永
遠
の
行
為
の
出

現
で
あ
詑
」
、
と
。
換
言
す
れ
ば
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
的
な
歴
史
は
、
神
の
恩
寵
を
伝
達
す
る
行
為
の
歴
史
で
あ
り
、
人
間
を
形
成
す
る
創
造

的
歴
史
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
神
の
思
寵
を
基
盤
と
す
る
歴
史
理
解
に
神
学
的
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ

ー
バ

l
の
歴
史
理
解
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ニ
ー
パ

1
は
『
ミ

S
S弘
同
な
ぎ
ミ
(
一
九
四
九
年
)
と
い
う
著
書
に
お
い
て
、

「
歴
史
」

対
し
て
二
つ
の
聖
書
的
観
点
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
ご
自
身
の
目
的
を

そ
の
一
つ
は
、
神
が
歴
史
に
対
し
て
主
権
を
持
ち
、

「
聖
書
的

(
日
)

思
想
に
お
い
て
、
神
の
思
寵
は
、
歴
史
の
領
域
に
お
い
て
合
理
的
明
瞭

(
E
Eロ
mEzq)
の
限
界
を
超
え
て
意
味
の
構
造
を
完
成
さ
せ
る
」
。

こ
れ
が
ニ

l
パ
1
の
見
方
で
あ
る
。
フ
ォ

l
サ
イ
ス
は
、
神
の
思
寵
を
宇
宙
の
平
面
図

(
m
g
c足
立
山
口
)
と
し
て
見
て
い
る
が
、
こ
の
点

(
日
)

に
お
い
て
ニ

l
パ
!
と
親
近
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
人
間
が
歴
史
の
意
味
と
目
的
を
発
見
す
る
の
で
は
な
く
、
受
け
る
も
の
、

達
成
さ
れ
る
普
遍
的
歴
史

(
E
Z
q
gご
吾
宮
司
)

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
神
の
主
権
を
無
視
す
る
人
間
の
倣
慢
の
歴
史
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
神
の
恩
寵
の
産
物
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
、
神
学
的
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

サ
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の
進
路
が
キ
リ
ス
ト
を
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
で
は
、
歴
史
を
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
み
る
な
ら
ば
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
は
自
分
自
身
を
説
明
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史

そ
の
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
を
歴
史
の
産
物
に
変
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
。

320 

歴
史
は
キ
リ
ス
ト
の
産
物
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
が
歴
史
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ォ

l
サ
イ
ス
は
言
う
。

「
歴
史
や
人
間
は
、
歴
史
を
超

え
る
だ
け
で
な
く
歴
史
の
中
で
究
極
的
で
あ
る
何
か
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
う
る
。

そ
し
て
、

そ
れ
ら
は
歴
史
に
属
し
な
い
が
歴
史
の
中

に
あ
り
、
歴
史
か
ら
起
こ
る
の
で
は
な
く
歴
史
に
与
え
た
何
か
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
う
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
、
歴
史
の
内
部
で
勝
利

的
(
〈
宵
宮
ユ
。

5)
・
創
造
的

(
Q
g一昨日
5
)
に
立
っ
て
い
る
何
か
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
。
歴
史
を
越
え
て
い
る
も
の
、

歴
史
の
中
で
究
極
的
で
あ
る
も
の
、
歴
史
に
与
え
た
も
の
、

そ
し
て
歴
史
の
内
部
で
勝
利
的
・
創
造
的
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
は
何
か
。

そ

れ
は
、
上
か
ら
来
る
も
の
、

キ
リ
ス
ト
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歴
史
に
は
歴
史
の
主
、

キ

ス
ト
が
お

「ら
キれ
リる
スと
トをい

つ
で意

味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
右
の
手
か
ら
、
歴
史
の
過
程
を
貫
い
て
神
ご
自
身
の
蹟
い
と
和
解
を
成
し
遂
げ
る
の
は
、

あ
る
。「

世
界
史
は
世
界
審
判
」
(
シ
ラ

l
)
だ
と
い
う
句
が
あ
る
が
、

フ
ォ

l
サ
イ
ス
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
部
分
的

そ
の
言
葉
は
、
「
全
部
が
真
実
で
な
い
(
巧
『
5
-
q
s
E
5
)
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
全
部
が
真
実
(
巧
}5-q
守
口
。
)

(
回
)

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
¥
と
言
う
。
ニ

l
バ
l
も
、
「
こ
れ
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
真
で
あ
る
が
、
歴
史
が
そ
れ
自
身
の
審
判
者
で
あ
る

と
い
う
概
念
は
偽
り
」
だ
と
述
べ
る
。
部
分
的
に
肯
定
し
て
い
る
両
者
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
が
そ
れ
自
身
の
審
判
者
で

に
肯
定
し
な
が
ら
、

は
な
い
と
い
う
見
方
に
は
、
両
者
の
見
方
が
一
致
し
て
い
る
。

的
審
判
を
作
ら
な
い
」
、
と
見
て
い
る
。
な
ぜ
、
世
界
史
は
審
判
を
作
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
書
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
フ
ォ

1
サ
イ
ス
も
、

「
世
界
史
は
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
世
界
の
終
局

「
わ
た
し

た
ち
が
神
を
愛
し
た
の
で
は
な
く
、
神
が
わ
た
し
た
ち
を
愛
し
て
下
さ
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
の
罪
の
た
め
に
あ
が
な
い
の
供
え
物
と
し
て
、

御
子
を
お
つ
か
わ
し
に
な
っ
た
」

(
I
ヨ
ハ
ネ
四
・
一

O
)。
こ
れ
が
聖
書
で
言
う
愛
で
あ
る
。
世
界
の
根
本
問
題
が
罪
の
問
題
だ
と
す
る
な

ら
ば
、

そ
の
罪
の
問
題
に
対
す
る
治
癒
の
方
法
は
愛
し
か
な
い
。

そ
の
治
癒
の
た
め
に
は
、
あ
が
な
い
の
供
え
物
(
胃
。
七
日
S
一民。ロ)、

つ
ま



り
十
字
架
の
憐
れ
み

(Bqq)
が
要
求
さ
れ
る
。
人
間
に
対
す
る
、
神
か
ら
の
愛
の
最
初
と
最
後
の
賜
物
は
十
字
架
で
あ
る
。
こ
の
十
字

架
は
困
難
か
ら
の
救
出
だ
け
で
な
く
、
全
世
界
の
原
理
と
尺
度
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十
字
架
の
主
が
宇
宙
的

(5守
qg])
審
判
の

(
臼
)

終
局
的
受
託
者
(
出
口
包
守
口
ω
苛
め
)
に
な
る
ゆ
え
に
、
世
界
史
は
世
界
の
審
判
を
作
ら
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ォ
!
サ
イ
ス
は
世
界
史
を
救
済

(
臼
)

史
的
に
捉
え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
一
言
う
。
「
世
界
の
審
判
は
世
界
の
歴
史
で
な
く
、
世
界
の
救
い
主
で
あ
る
」
、
と
。

目
的
論
(
豆

g-。
当
)
と
し
て
の
神
義
論

歴
史
に
は
歴
史
を
貫
い
て
い
る
目
的
が
あ
る
。

そ
の
目
的
を
哲
学
的
な
仕
方
で
解
く
方
法
も
あ
れ
ば
、
福
音
的
な
仕
方
で
解
く
方
法
も
あ

(
m
m
)
 

で
あ
る
」
、
と
述

る

フ
ォ

1
サ
イ
ス
は
後
者
を
選
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が

「
唯
一
の
可
能
な
目
的
論
は
福
音
的

(28mo腎
包
)

べ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
思
寵
と
信
仰
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
救
済
論
に
よ
っ
て
の
み
保
証
さ
れ
た
目
的
論
を
目
指
し
て
い
る
。

因
ω
寵
と
信
仰
に
属
す
る
.
「
福
音
的
目
的
論
」
を
み
て
み
た
い
。
既
述
の
よ
う
に
、

そ
れ
は
恩
寵
に
属
し
、
ま
た
信
仰
に
属
す
る
も
の
を
示

し
て
い
る
。
恩
寵
に
属
す
る
と
い
う
意
味
は
、
神
の
目
的
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
追
求
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

す
な
わ

ち
、
絶
対
的
な
確
か
さ
を
も
っ
て
与
え
ら
れ
、
自
ら
与
え
ら
れ
た
神
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
被
造
物
は
キ
リ
ス
ト
教
を
説

明
で
き
な
い
が
、

キ
リ
ス
ト
教
は
被
造
物
を
説
明
で
き
る
。

わ
れ
わ
れ
は
命
の
目
的
論
を
形
づ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
:
:
:
わ
れ
わ
れ
は

つ
ま
り
別
の
方
法
で
は
絶
対
的
な
確
か
さ
を
も
っ
て
与
え
ら
れ
、
自
ら
与
え
ら
れ
た

(
似
)

に
由
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
彼
は
言
う
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
の
側
か
ら
目
的
論
を
作
る
の
で
は
な
く
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も

あ
の
神
、

(ω
己同
'm-SD)
神
[
即
ち
、

キ
リ
ス
ト
]

の
か
ら
神
の
目
的
を
発
見
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
彼
の
言
う
目
的
論
の
核
心
の
一
つ
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
信
仰
に
属
す
る
と
い
う
意

味
は
、
世
界
の
購
い
主
を
信
じ
る
信
仰
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
は
世
界
の
噴
い
を
信
じ
る
信
仰
を
持
つ
ゆ
え
に
、
世
界
に
対
す
る
大
き
な
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定
め
を
信
じ
る
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
な
ら
ば
、
人
間
は
繁
栄
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
い
う
人
々

に
比
べ
て
、
人
間
は
臆
わ
れ
る
た
め
に
生
ま
れ
た
と
信
じ
る
信
仰
者
は
偉
大
で
あ
ろ
う
。

て
、
世
界
の
蹟
い
主
(
何
色

2
5
2
)
と
蹟
い
を
信
じ
る
生
け
る
信
仰
を
強
調
し
つ
つ
、
そ
の
信
仰
を

(
防
)

見
な
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
見
て
み
た
い
の
は
、

フ
ォ
1
サ
イ
ス
は
後
者
に
属
す
る
神
学
者
と
し

322 

「
世
界
の
唯
一
の
目
的
論
」

と
し
て

「
救
済
論
に
保
証
さ
れ
た
目
的
論
」

の
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「
救
い
」
を
目
的
論
の
本

質
と
見
な
す
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
神
は
人
間
を
救
う
だ
ろ
う
し
、
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
救
い
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
創
造
の
原
理
で

あ
り
、
神
の
聖
な
る
目
的
で
あ
る
。
人
間
に
必
要
な
こ
と
は
、
救
い
に
対
す
る
終
局
的
な
保
証
で
あ
る
。
人
間
は
何
を
所
有
し
て
そ
の
保
証

を
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
信
仰
の
結
果
な
る
た
ま
し
い
の
救
い
を
得
て
い
る
」

(
I
ペ
テ
ロ
一
・
九
)
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
魂
は
信

仰
の
結
果
(
任
。

g巳
え
在
任
)
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、

そ
し
て
未
来
に
つ
い
て
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
、

の
勝
利
、
そ
し
て
彼
[
神
]
の
福
音
の
ゆ
え
時
」
、
神
を
信
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

が
世
界
の
救
い
を
「
キ
リ
ス
ト
教
の
目
的
論
の
本
質
」
と
し
て
見
な
し
て
い
る
、
そ
の
根
底
に
は

「
彼
[
神
]

の
キ
リ

ス
ト
、
彼
[
神
]

の
十
字
架
、
彼
[
神
]

フ
ォ

1
サ
イ
ス

「
十
字
架
」
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
一
一
百
え

ト
im
〉つノ。で

は
、
彼
の
言
う
目
的
論
が

「
終
局
的
勝
利
」

(出

E
-
4
1
2。
弓
)
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
が
、
な
ぜ
そ
れ
が

勝

利
」
と
い
う
理
念
と
結
ぼ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
、
彼
が

「
勝
利
」
を
目
的
論
的
問
題
に
対
す
る
解
決
と
し
て
み
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

「
目
的
論
的
問
題
に
対
す
る
解
決
は
、
単
純
に
啓
示
の
成
果
(
ぎ
号
母
貯

RO)
で
は
な
く
、

で、そ
ヴ合れ
iyピヨは

道
と徳
彼的
は勝
言利

(
ω
B
。s
-
i
2
c
q
)
で
あ
り
、
噴
い
で
あ
る
。

そ
れ
は
宇
宙
を
回
復
し
た
そ
の
道
徳
的
勝
利

(
B
O
E
R己
i
2。
ミ
)

う
。
次
の
よ
う
な
問
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
敵
は
十
字
架
に
お
い
て
す
で
に
滅
ぼ
さ
れ
た
の
か
。
最
後
の
勝
利
は
打
ち
勝
っ
た
の

か
。
す
べ
て
の
も
の
は
す
で
に
神
の
愛
と
思
寵
の
足
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
聞
い
で
あ
る
。

」
う
い
う
問
い
に
対
し
て
何
を
も

っ
て
答
え
ら
れ
る
の
か
。

そ
の
答
え
が

「
勝
利
者
キ
リ
ス
ト
」

に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

キ
リ
ス
ト
は

「
力
」
を
も
っ
て
、
す
で
に
業
を
成
し

遂
げ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
勇
気
を
出
し
な
さ
い
。

わ
た
し
は
す
で
に
世
に
勝
っ
て
い
る
」

(
ヨ
ハ
、
不
一
ム
ハ
・
三
三
)
、

「
世
に
打
ち
勝
つ
勝
利
、



そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
の
信
仰
で
す
」

(
新
共
同
訳

ー
ヨ
ハ
ネ
五
・
四
)
と
い
う
御
言
葉
の
よ
う
に
、

キ
リ
ス
ト
者
の
い
の
ち
は
復
活
者
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
共
に
神
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い
る

(
コ
ロ
サ
イ
三
・
三
)
。
す
な
わ
ち
、

」
の
勝
利
と
は
、
信
仰
の
眼
に
よ
っ
て
の
み

見
え
る
、
隠
さ
れ
た
勝
利
で
あ
る
。

フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
言
う
目
的
論
は
、
こ
の
よ
う
に
恩
寵
と
信
仰
の
上
に
立
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
仕
方
で
歴

史
の
意
味
を
見
分
け
よ
う
と
し
た
、

R
・
M
・
ブ
ラ
ウ
ン
を
評
価
し
た
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
歴
史
的
な
出
来
事
、

「
信
仰
に
よ
る
解
問
」
の
必
要
性
を
強
調
し
た
の
で

つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
に
お
け
る
恩
寵
の
賜
物
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
歴
史
の
意
味
を
見
分
け
る
た
め
に
、

あ
る
。
し
か
し
、

フ
ォ
!
サ
イ
ス
の
言
う
目
的
論
に
対
す
る
マ
ッ
キ
ノ
ン
(
口
。

E
E冨
・
宮
内
胃
百
ロ
ロ
。
ロ
)
の
言
及
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。

マ
ッ
キ
ノ
ン
は

「
目
的
論
と
蹟
い
」

(
E
g
z
m可

m

百円四円
.0PEH)民
。
ロ
)
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
「
フ
ォ

1
サ
イ
ス
は
へ
!
ゲ
ル
の
『
宗
教

(
初
)

哲
学
』
を
引
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
気
質
(
常
百
円
高
円
)
は
常
に
も
っ
と
カ
ン
ト
哲
学
的
(
問
自
民
自
)
で
あ
る
」
、
と
述
べ
て

い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ォ

1
サ
イ
ス
の
言
う
目
的
論
は
、

マ
ッ
キ
ノ
ン
の
言
う
よ
う
に
哲
学
的
で
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
と
い
う
の
は
、

フ
ォ

1
サ
イ
ス
は
目
的
論
を
め
ぐ
っ
て
哲
学
的
に
で
は
な
く
実
践
的
に
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
し
、
世
界
の
問
題

解
決
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
を
絶
対
的
土
台
と
し
て
信
頼
し
た
か
ら
で
あ
る
。

フ
ォ

i
サ
イ
ス
は
言
う
。

「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
:
:
:
わ
れ
わ
れ

が
勝
ち
取
る
勝
利
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
受
け
継
ぐ
勝
利
で
あ
る
。
そ
れ
が
福
音
的
原
理
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
答
え
を
調
べ
る
(
認
め
)

の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
解
答
者

E
2
2
)
を
信
頼
す
(
れ
)
」
。
こ
う
し
た
姿
勢
を
、
哲
学
的
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、

フ
ォ

1
サ
イ
ス
は
信
仰
と
恩
寵
に
属
す
る
福
音
的
目
的
論
を
主
張
し
た
。

(η) 

す
る
情
熱
ヘ
元
気
付
け
、
深
め
て
い
る
」
と
彼
が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
目
的
論
は
神
義
論
ヘ
転
換
可
能
で
あ
る
。

「
目
的
論
に
対
す
る
欲
望
は
、
神
義
論
に
対

「
終
局
的
勝
利
」
と
い

う
理
念
は
、
目
的
論
的
問
題
に
対
す
る
解
決
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
義
論
的
問
題
の
解
決
に
も
な
る
。

し
た
が
っ
て
、

「
勝
利
者
イ
エ
ス
・

の
中
に
神
義
論
の
核
心
が
あ
る
。
芳
賀
力
教
授
は
『
自
然
、
歴
史
そ
し
て
神
義
論
』
と
い
う
著
書
に
お
い
て
、
勝
利
者
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
中
に
生
の
根
拠
を
置
い
て
い
る
神
義
論
を
正
当
な
神
義
論
と
し
て
見
な
し
て
い
お
。

キ
リ
ス
ト
」

ブ
ォ

1
サ
イ
ス
の
言
う
目
的
論
も
こ
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の
範
障
に
属
し
て
い
る
正
当
な
神
義
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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四

審
判
と
神
義
論

フ
ォ

l
サ
イ
ス
は
歴
史
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
審
判
と
い
う
理
念
を
強
調
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
神
の
愛
を
感
傷
的
に
取
り
扱
っ
た
そ
の
時

(
九
)

代
を
覚
醒
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
審
判
を
恩
寵
と
し
て
見
な
す
点
と
、
そ
れ
が
神
義
論
の
要
素
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
。

四
ー

恩
寵
と
審
判

ど
う
し
て

「
審
判
」
が

「
神
の
恩
寵
」
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

と
い
う
言
葉
が
聖
書
学
的
に
妥
当
で
あ
る
か
考
察
し
よ
う
。

「
救
済
の
審
判
」

フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
い
う
「
救
済
の
審
判
」

(giロ
阿
古
島

m
g
g
c

と
は
、
十
字
架
か
ら
広
げ
ら
れ
て
い
る
審
判
を
表
現
し
て
い

る
。
旧
約
で
は
審
判
が
救
い
主
の
訪
れ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

「
天
は
喜
び
、
地
は
楽
し
み
、
:
:
:
主
は
来
ら
れ
る
、
地
を
さ
ば
く
た
め

(
詩
篇
九
六
・
一

O
l
一
三
)
。
新
約
で
は
、
十
字
架
は
さ
ば
く
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
と
、

判
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
完
成
さ
れ
た
と
い
う
見
方
を
得
る
こ
と
が
で
き
弱
。
特
に
、

に
来
ら
れ
る
」

終
局
的
(
出

g-)
審

「
父
は
だ
れ
を
も
さ
ば
か
な

い
。
さ
ば
き
の
こ
と
は
す
べ
て
、
子
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
」

(
ヨ
ハ
ネ
五
・
一
一
二
)
、

と
い
う
御
言
葉
は
注
目
に
値
す
る
。

と
しユ

〉
つ
の
は
、

そ
こ
に
は

「
救
済
の
審
判
」

の
意
味
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

R
・
E
-
ブ
ラ
ウ
ン

(同

mqHH5ロ
門
日
間
山
・
回
『
。
者
ロ
)
は

同

吋
w
m
w

ヘ
曲
ミ
之
さ
晴
、
切
芯
な
の

「
ヨ
ハ
ネ
注
解
」

に
お
い
て
、

「
イ
エ
ス
は
審
判
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
御
父
は
御
子
に
審
判
の
力
を
引
き
渡
し
た

rt-
z s 



(
祁
)

2
2
)
か
ら
で
あ
る
」
と
注
釈
し
、

(
作
)

(g-i出
ユ
ロ
【
日
間
目
。
ロ
乙
で
あ
る
」
と
注
記
し
て
い
る
。

い
で
あ
ろ
う
。

「
[
五
章
]
二
二
節
に
お
け
る
『
審
判
』
と
は
命
を
与
え
る
力
を
含
ん
で
い
る
、
救
い
を
も
た
ら
す
審
判

「
救
い
を
も
た
ら
す
審
判
」

と
い
う
言
一
某
は
、

「
救
済
の
審
判
」

と
同
一
視
し
て
も
よ

こ
う
し
て
、
神
の
審
判
は
人
間
の
救
い
を
目
的
と
す
る
救
済
の
審
判
で
あ
り
、

そ
の
救
済
の
審
判
の
行
為
が
十
字
架
に
お
い

て
永
遠
の
霊
的
資
源
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

ど
う
や
っ
て
審
判
は
思
寵
と
調
和
す
る
の
か
、

ど
う
や
っ
て
恵
み
深
い
神
は
恩
寵
に
お
い
て
裁
く
の
か
、

と
い
う
問
い
が
あ
る
。

し
、
既
述
し
た
よ
う
に
フ
ォ

1
サ
イ
ス
に
お
け
る

の
理
念
は
、
恩
寵
と
反
対
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
な
い
。

R
・
M
・
ブ
ラ
ウ
ン

(HgZ1
存
K
2
∞5
4
3
)
ぎ
一
一
一
口
う
よ
う
に
、
審
判
と
恩
寵
を
「
弁
証
法
問
」
に
扱
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
両

「
審
判
」

者
は
、
歴
史
に
お
け
る
神
の
同
じ
機
能
と
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
異
な
る
面
を
持
っ
て
い
る
。

(
乃
)

い
て
達
成
さ
れ
た
審
判
な
し
に
は
、
歴
史
の
目
的
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
お

で
は
、

「
終
局
的
(
出

E])
審
判
」
を
恩
寵
と
見
な
し
て
い
る
点
を
み
よ
う
。

「
も
し
和
解
が
十
字
架
の
お
も
て
で
あ
る
な
ら
ば
、
審
判
は

そ
の
う
ら
で
あ
る
。
恩
寵
と
審
判
は
キ
リ
ス
ト
の
同
一
の
行
為
で
あ
る
。
完
全
な
恩
寵
は
過
去
も
現
在
も
終
局
的
審
判
(
出

E
ニ
ロ
牛
肉

5
8円

)

で
あ
か
)
」
、
と
彼
は
言
う
。
終
局
的
審
判
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
キ

で
あ
る
。
救
い
を
無
視
す
る
こ
と
が
断
罪

(gD仏
ゆ
目
白
色
。
ロ
)

リ
ス
ト
の
働
き
と
綿
密
に
関
連
し
、
そ
れ
と
同
一
視
さ
れ
、

た
」
審
判
を
意
味
す
る
。
審
判
の
終
局
性

SE--q)、

そ
し
て

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
原
理
的
に
遂
げ
ら
れ
、
完
成
さ
れ

つ
ま
り
魂
に
と
っ
て
そ
の
終
局
的
審
判
は
世
界
で
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
世
界
は
キ
リ
ス
ト
の
前
に
立
ち
、
各
々
の
人
間
は
救
わ
れ
た
場
所
に
向
け
て
終
局
的
に
さ
ば
か
れ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
に
は
、
神
の
処
置
が
必
要
と
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
十
字
架
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
働
き
は
世
界
の
救
い
の
た
め
の
世
界
の

審
判
と
な
る
。

そ
れ
が
世
界
に
対
す
る
神
の
終
局
的
処
置
で
あ
る
。
彼
が
終
局
的
審
判
を
恩
寵
と
し
て
見
な
し
て
い
る
理
由
が
こ
こ
に
あ

「
歴
史
や
魂
は
、

(
幻
)

あ
る
』
」
、
と
彼
は
言
う
。
し
た
が
っ
て
偉
大
な
審
判
は
キ
リ
ス
ト
の
恩
寵
で
あ
る
。

る

キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
そ
の
審
判
な
し
に
は
決
し
て
そ
の
真
の
目
的
が
起
こ
ら
な
い
。
『
生
き
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
で

し
か

P'T・フオーサイスにおける神義論325 



四

審
判
と
神
義
論
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ア
ォ

1
サ
イ
ス
は

「
終
局
的
審
判
」

(出

gご
ロ
円
四
何
回
目
巳
)
や
「
最
後
の
審
判
」

(
お
)

(-ωω

こ
E
m
E
g
H
)
と
い
う
用
語
を
使
い
な
が
ら
、
神
義

論
と
関
連
さ
せ
て
い
る
。

「
終
局
的
(
出

E
】
)
審
判
と
い
う
啓
示
、

(
以
)

は
、
神
義
論
は
可
能
で
は
な
い
」
、

つ
ま
り
未
来
の
時
間
と
現
在
の
原
理
に
お
け
る
終
局
的
な
審
判
な
し
に

て
も
)

一
つ
の
最
後
の
審
判
(
三

g
こ
豆
m
E
g円

)

「
歴
史
の
目
標
と
堂
々
と
し
た
神
義
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
神
の
恩
寵
に
よ
る
(
形
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ

で
あ
る
」
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。

」
こ
で
は
、
後
者
、

つ
ま
り
「
最
後
の
審
判
」

重
点
を
置
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
佐
藤
敏
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
最
後
の
審
判
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
義
論
的
問
題
に
対
す
る
最
終
的
な
答

(
山
田
)

え
だ
か
ら
で
あ
る
。

フ
ォ

1
サ
イ
ス
は
、

「
最
後
に
(
宮
巳
丘
町
邑
)
、

わ
た
し
の
子
は
敬
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
主
人
は
そ
の
子
を
彼
ら
の
所
に
つ
か

わ
し
た
」

(
マ
タ
イ
一
二
・
三
七
)
と
い
う
御
言
葉
に
立
脚
し
て
、

「
最
後
の
審
判
」

を
長
い
連
続
(
守
山
宮
)

の
最
後
、
あ
る
い
は
審
判
の
ク

レ
ッ
シ
エ
ン
ド

(
Q
2
2
E
C
)
と
見
な
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は

「
最
後
の
審
判
」

と
い
う
言
葉
の
定
義
が
、
時
代
の
経
過
に
よ
っ
て

神
義
論
的
性
格
に
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
一

O
年
の
著
作
同
出
向
司
。
込
ミ
内
陸
一
一
ミ
注
で
は
、
次
の
よ
う
に
十
字
架
に
集
中
し
て
い
る
。

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
で
起
こ
っ
た
。
:
:
:
終
局
的
審
判
、
絶
対
的
審
判
、

(
貯
)

人
類
に
と
っ
て
最
後
の
審
判
と
は
、
原
理
的
に
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
に
お
い
て
起
こ
っ
た
」
。

す
な
わ
ち
、

「
最
後
の
審
判
は
過
ぎ
去
っ
た

(回出
ω同
)
。

一
方
、

一
九
一
六
年
の
著
作
迫
。

守的

HAhsSミ
矢
口
ミ
に
お
い
て
は
、
神
義
論
的
に
定
義
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
最
後
の
審
判
を
次
の
よ
う
に

定
義
す
る
。

「
原
理
的
に
は
世
界
に
対
す
る
神
の
最
後
の

(-sc
言
葉
と
自
己
擁
護

(ω
。早
i
ロ
己
目
。
何
回
位
。
ロ
)
と
し
て
の
十
字
架
に
お
い
て
起

こ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
十
字
架
の
真
ん
中
に
お
い
て
生
き
て
い
る

o

E
Z
宝
お
)
」
。

そ
し
て
す
べ
て
の
歴
史
は
十
字
架
を
詳
細
に
組
み
入
れ
る
(
調
。
井
芹

「
自
己
擁
護
と
し
て
の
十
字
架
」
や
「
歴
史
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
彼
が

「
神
義
論
」

を
強
く
意
識
し
て
い
た



か
ら
だ
と
言
え
よ
う
。

彼
の
言
う
「
最
後
の
審
判
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
神
義
論
の
構
成
要
素
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
の
点
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
が
、

一
つ
は
キ
リ
ス
ト
が
歴
史
の
神
義
論
だ
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
十
字
架
に
よ
っ
て
信
者
が

「
罪
に
定
め
ら
れ
な
い
」

と
い
う
こ
と
で

あ
る
。第

一
に
キ
リ
ス
ト
が
歴
史
の
神
義
論
に
な
る
点
に
つ
い
て
み
よ
う
。
人
間
は
す
べ
て
の
未
来
を
確
実
に
す
る
、
永
遠
の
確
実
な
事
実
を
持

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
そ
の
事
実
と
は
、
全
歴
史
よ
り
偉
大
な
事
実
で
あ
り
、
全
歴
史
が
そ
れ
に
対
し
て
動
い
て

い
る
、

キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
は
、
無
限
の
思
寵
と
愛
の
領
域
に
よ
る
罪
の
破
壊
の
た
め
の
、

(
鈎
)

で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
が

す
べ
て
の
罪
の
上
に
下
る
神
の
最
後
の
審
判
(
の
急
ぱ
宮
ω
こ
E
m
E
g円

)

〉つも、

(己

2
Z
5
)
・
恐
ろ
し

き
ょ
う
も
、

い
つ
ま
で
も
最
後
の
審
判

(]gこ
E
m
B
g
C
で
あ
り
、
地
上
の
す
べ
て
の
常
道
を
は
ず
れ
た

(
卯
)

で
あ
る
」
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
を
最
後
の
審
判
と
見
な
し
て
い
る
が
、
注
意
し
て
見
る
な
ら

い
道
に
つ
い
て
の
目
標
と
義
認
。

5
t出
g
t。ロ)

(
ヘ
ブ
ル
二
二
・
八
)
。

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
き
の
う
も
、
き
ょ
う
も
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
」

(

引

)

(

鉛

)

「
イ
エ
ス
に
お
け
る
啓
示
の
終
局
性
」
や
「
歴
史
に
対
す
る
完
全
な
キ
リ
ス
ト
論
的
・
終
末
論
的
」

ば
表
現
の
仕
方
が
次
の
聖
書
箇
所
と
似
て
い
る
。

」
の
箇
所
は
、

に
解
釈
さ
れ
う
る
箇
所
で
あ
る
。
も
し
フ
ォ

1
サ
イ
ス
が
こ
の
御
言
葉
を
意
識
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
地
上
の
恐
ろ
し
い
道
を
義
と
す
る
キ

リ
ス
ト
を
終
末
論
的
に
正
し
く
捉
え
た
と
言
え
る
。

(
吉
忠
臣

q)
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
は
一
つ
の
神
義
論

「
審
判
者
で
あ
り
、
義
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
全
人
類
は

-
二
二
と
語
る
。
万
物
、

つ
ま
り
愛
、

『
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
生
き
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
』
[
ピ
リ
ピ
一

キ
リ
ス
ト
は
、
永
遠
に
神
と
人
間
の
一
つ
の
試
金
石
で
あ
り
、
聖

(
m
出
)

な
る
も
の
の
永
遠
か
つ
不
変
の
モ
ラ
リ
テ
ィ

l
の
決
定
的
な
地
点
で
あ
る
」
、
と
彼
は
言
う
。
ピ
リ
ピ
一
章
一
二
節
は
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト

文
化
、
戦
争
、
悲
劇
、
栄
光
は
、

キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
。

(Zmw芝
山
口
問
・
〈
E
g
E
)
に
よ
れ
ば
、
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
生
涯
の
霊
感
で
あ
り
、

(
似
)

で
あ
る
、
と
い
う
意
味
を
持
つ
箇
所
で
あ
る
。

そ
の
目
標
(
包
自
)
、

そ
の
目
的

(ge

」
の
よ
〉
つ
に
、

キ
リ
ス
ト
は
、
神
と
罪
深
い

(5向
。
色
可
)
人
間
の
両
方
を
義
と
す
る

「
き
の
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神



の
神
義
論
」
(
任
。
。
告
の
可
え
の
お
)

で
あ
り
、
「
歴
史
の
神
義
論
」

(
p
g告
の
可
。

5
2
g
q
)
で
あ
る
。

第
二
に
十
字
架
に
よ
っ
て
信
者
が

「
罪
に
定
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
み
よ
う
。
既
述
の
よ
う
に
、
堂
々
と
し
て
神
義
論
は

328 

神
の
恩
寵
に
よ
る
一
つ
の
最
後
の
審
判
官
宮
ω
こ
E
m
B
g
H
)
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
審
判
と
は
、
新
し
い
形
態
の
審
判
を
示
し
て
い
る
。

神
は
、
正
義
の
恩
寵
、

つ
ま
り
人
類
の
罪
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
恩
寵
に
よ
っ
て
、
ご
自
身
を
擁
護
す
る
。

十
字
架
の
本
質
は
神
の
思
寵
で
あ
る
。
人
間
が
十
字
架
に
お
け
る
偉
大
な
審
判
を
通
し
て
神
の
国
に
入
っ
た
時
、
人
間
は
新
し
い
種
類
の
審

判
を
ま
ぬ
が
れ
る
。

「
し
か
し
、

さ
ば
か
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
こ
の
世
と
共
に
罪
に
定
め
ら
れ
な
い
た
め
に
、
主
の
懲
ら
し
め
を
受

け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」

(
I
コ
リ
ン
ト
一
一
・
ゴ
ゴ
二
。
す
な
わ
ち
、
信
者
は
、
こ
の
世
と
共
に
罪
に
定
め
ら
れ
な
い
た
め
に
、
新
し
く
造

(
釘
)

「
教
会
と
と
も
に
さ
ば
き
や
懲
ら
し
め
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
」
、
こ
こ
に
、
神
義
論
的
要
素

ら
れ
た
者
(
口
。
巧

Q
g
E
B
ω
)
と
な
っ
て
、

が
見
ら
れ
る
。
人
間
が
最
後
に
神
を
見
る
時
、
こ
う
い
う
新
し
い
種
類
の
審
判
は
、
人
聞
を
自
己
批
判

2
0
5
E
m
E
g
c
の
深
刻
な
危
機

か
ら
解
放
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

結

び

以
上
に
お
い
て
、

フ
ォ

l
サ
イ
ス
に
お
け
る
神
義
論
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
が
、
彼
の
言
う
神
義
論
は

「
歴
史
神
学
」

(
p
g
F唱
え

宮
町
宮
司
)
で
あ
る
。
次
の
三
つ
の
点
を
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
た
い
。
第
一
に
彼
の
歴
史
理
解
か
ら
見
た
場
合
、
第
二
に
彼
の
言
う
神
義

論
の
根
底
に
あ
る
神
学
思
想
か
ら
み
た
場
合
、
そ
し
て
第
三
に
彼
の
神
学
的
営
み
か
ら
見
た
場
合
で
あ
る
。

第
一
に
彼
の
歴
史
理
解
か
ら
み
た
場
合
、

そ
れ
は
歴
史
神
学
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
彼
は

「
歴
史
」
を
ド
イ
ツ
語
の
の

2
各
区
号

と
同
町
件
。
ユ
め
に
区
別
し
た
。
彼
が
重
点
を
お
い
た
の
は
の
O
R
E。
官
。
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
人
間
を
形
成
す
る
、
創
造
的
な
も
の
で
あ
る
。



よ
っ
て
、
彼
は
そ
れ
を
「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
的
な
歴
史
」

(
ω
R
B
E
g
s
-
E
ω
z
q
)
と
し
て
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
的
な

歴
史
は
神
の
恩
寵
を
伝
達
す
る
歴
史
を
意
味
し
た
。
歴
史
は
、
歴
史
を
越
え
て
い
る
も
の
、
歴
史
の
中
で
究
極
的
で
あ
る
も
の
、
歴
史
に
属

し
な
い
が
歴
史
の
中
に
あ
る
も
の
、

そ
し
て
歴
史
か
ら
起
こ
る
の
で
な
く
歴
史
に
与
え
た
も
の
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
。

そ
れ
は
上
か
ら

来
る
も
の
、

キ
リ
ス
ト
を
意
味
し
て
い
る
。
歴
史
は
キ
リ
ス
ト
の
産
物
で
あ
る
。

越
え
て
い
る
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
」
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

フ
ォ

1
サ
イ
ス
は
、

「
歴
史
の
鍵
は
歴
史
を

第
二
に
フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
言
う
神
義
論
の
根
底
に
あ
る
神
学
思
想
か
ら
み
た
場
合
、

そ
れ
は
歴
史
神
学
で
あ
る
。
彼
が
神
義
論
の
根
本
的

理
念
と
し
て
用
い
た
の
は
、

「
自
己
義
認
」

「
関
係
回
復
」

と
い
う
理
念
で
あ
る
。
神
ご
自
身
に
よ
る
義
を
意
味
し
て
い
る
自
己
義
認
と

と

の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。

の
摂
理
を
義
と
し
、
全
人
類
の
問
題
を
解
決
す
(
初
)
」
。
す
な
わ
ち
、
十
字
架
の
み
が
世
界
に
お
け
る
神
の
唯
一
の
自
己
義
認
で
あ
っ
た
。
神

い
う
理
念
は

「
十
字
架
」

「
義
と
す
る
も
の
が
ど
ん
な
も
の
で
も
、
十
字
架
は
、
全
人
類
と
共
に
神
の
す
べ
て

義
論
の
根
本
的
理
念
の
中
に
は
自
己
義
認
以
外
に
、

「
関
係
回
復
」

と
い
う
理
念
も
あ
っ
た
。
自
己
義
認
と
い
う
理
念
は
義
認
論
か
ら
出
た

も
の
で
あ
る
が
、
関
係
回
復
と
い
う
理
念
は
購
罪
論
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
蹟
罪
論
に
は
、
神
と
人
間
と
の
関
係
の
概
念
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。
関
係
回
復
と
は
、
神
が
人
間
の
購
い
だ
け
で
な
く
神
と
の
関
係
を
も
回
復
し
和
解
し
た
と
い
う
意
味
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
神

は
十
字
架
に
お
け
る
関
係
回
復
に
よ
っ
て
、
永
遠
の
歓
喜
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
神
は
、
十
字
架
に
ご
自
身
の
名
を
永
遠
に
置
き
、

永
久
に
神
の
名
を
崇
め
る
神
義
論
に
ご
自
身
を
委
ね
る
の
で
あ
る
。
神
の
義
を
語
っ
た
場
所
は
、

キ
リ
ス
ト
の
蹟
罪
の
十
字
架
で
あ
る
。

第
三
に
フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
神
学
的
営
み
か
ら
み
た
場
合
、

そ
れ
は
歴
史
神
学
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
彼
は
目
的
論
的
思
考
を
も
っ

て
神
義
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。

そ
の
時
に
出
た
の
が
、

「
勝
利
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。

そ
の
終
局
的
勝
利
は
、
す
で
に
成
し
遂

げ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
彼
の
い
う
神
義
論
は

「
勝
利
者
キ
リ
ス
ト
」
に
対
す
る
信
頼
に
そ
の
実
践
的
基
盤
が
あ

っ
た
。
こ
れ
だ
け
で
な
く
、

キ
リ
ス
ト
者
が

「
罪
に
さ
だ
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
も
神
義
論
的
要
素
が
見
ら
れ
る
。
人
間
が
十
字
架

に
お
け
る
偉
大
な
審
判
を
通
し
て
神
の
国
に
入
っ
た
時
、
人
間
は
新
し
い
種
類
の
審
判
に
の
が
れ
る
。

フ
ォ

1
サ
イ
ス
は
こ
の
よ
う
に
十
字

P.T・フオーサイスにおける神義論329 



架
に
よ
っ
て
、
未
来
に
対
し
て
確
信
に
満
ち
得
た
の
で
あ
る
。

p
-
A
γ
'

司、

宇
J

争
J

「
わ
た
し
た
ち
は
い
ま
だ
に
、
す
べ
て
の
も
の
が
義
(
『
釘

Z
2
5ロ
gω)

(
別
)

イ
エ
ス
が
す
で
に
栄
光
と
栄
誉

(
F
C
D
。
日
)
の
冠
を
授
け
ら
れ
た
の
を
み
て
い
る
」
、
と
。

「
十
字
架
の
神
学
」
で
あ
り
、
終
末
論
的
神
学
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

服
従
し
て
い
る
の
を
み
て
い
な
い
。

330 

大
木
教
授
に
よ
れ
ば
、
歴
史
神
学
は

フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
言
う

神
義
論
は
、

「
十
字
架
の
神
学
」

に
立
脚
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
十
字
架
」
と
い
う
奇
跡
的
な
恩
寵
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
神
の
義
の
発
見

(
問
)

に
お
い
て
神
の
名
を
崇
め
る
と
い
う
雄
大
な
目
的
を
も
っ
て
、
彼
の
神
学
に
お
い
て
輝
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は

と

「
歴
史
」

「
歴
史
神
学
」

で
あ
る
。
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