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235 なぜ日本に教会が必要なのか？

な
ぜ
日
本
に
教
会
が
必
要
な
の
か
？）

1
（

藤　

原　

淳　

賀

序

本
稿
で
取
り
組
む
の
は
、「
な
ぜ
日
本
に
教
会
が
必
要
な
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
営
み
を

行
う
こ
と
の
根
底
を
問
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
は
必
要
な
の
か
と
い
う
問
い
――
も
っ
と
厳
密
に
言
え
ば
、
日
本

に
教
会
的
キ
リ
ス
ト
教
は
必
要
な
の
か
と
い
う
問
い
――
に
直
接
関
わ
っ
て
く
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
て
生
ま
れ
た
文
化
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
芸
術
（
音
楽
、
絵
画
、
文
学
）、
キ
リ
ス
ト
教
的

慣
習
（
ク
リ
ス
マ
ス
等
）、
ま
た
民
主
主
義
や
人
権
思
想
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
思
想
や
制
度
と
い
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
こ

の
問
い
は
、
そ
う
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
教
会
的
キ
リ
ス
ト
教
が
な
ぜ
日
本
に
必
要
な
の
か
を
扱
う
こ
と
に
な
る
。

Ⅰ
．「
日
本
に
教
会
が
必
要
な
の
か
」
と
の
問
い
に
つ
い
て

キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
長
い
歴
史
を
持
つ
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
研
究
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
教
会
と
神
学
の
歴
史
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
外
国
で
行
わ
れ
た
た
め
、
日
本
に
お
け
る
神
学
は
そ
の
輸
入
と
理
解
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
来
日
か
ら
一
五
一
年
（
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
宣
教
か
ら
は
一
六
四
年
）
を
迎
え
る
今
日
、
わ

れ
わ
れ
は
諸
外
国
の
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
神
学
と
の
対
話
を
持
ち
な
が
ら
も
、
日
本
に
お
け
る
主
体
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
か
た
を
考
察

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

A
．
日
本
に
お
い
て
神
学
す
る
と
い
う
こ
と

明
治
期
の
独
立
的
な
キ
リ
ス
ト
者
は
、――
恐
ら
く
時
期
総
尚
早
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
少
な
か
ら
ず
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
香
り
を
漂
わ
せ
な
が
ら
で
あ
っ
た
が
――
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
に
貢
献
す
る
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
、
宣
教
師
の
も
た
ら
し
た
キ
リ
ス
ト

教
を
た
だ
そ
の
ま
ま
受
け
取
ろ
う
と
は
せ
ず
、
日
本
に
お
け
る
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
か
た
を
求
め
た
。
そ
れ
は
教
会
と
神
学
の
伝
統

を
軽
ん
じ
、
そ
の
後
ず
い
ぶ
ん
と
歪
ん
だ
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
単
な
る
輸
入
で
は
な
い
主
体
的

な
キ
リ
ス
ト
教
を
志
し
た
点
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
木
英
夫
教
授
と
古
屋
安
雄
教
授
が
提
唱
さ
れ
た
「
日
本
の
神
学
」
は
、
こ
う
い
っ
た
「
日
本
的
神
学
」
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

る
）
2
（

。
そ
れ
は
神
学
を
日
本
化
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
を
神
学
の
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
日
本
の
問
題
に
神
学
的
に
取
り
組
む
試
み

で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
今
日
に
至
る
キ
リ
ス
ト
教
会
と
神
学
の
歴
史
と
伝
統
の
上
に
立
ち
、
ま
た
諸
外
国
の
神
学
と
生
き
た
対
話
を

持
ち
つ
つ
、
日
本
に
お
い
て
主
体
的
に
神
学
す
る
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
回
目
の
深
井
智
朗
教
授
に
よ
る
指
摘
は
、
日
本
基
督
教
団
の
ま
た
そ
れ
以
外
の
教
団
の
聖
餐
論
を
め
ぐ
る
混
乱
と

い
う
観
点
か
ら
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
、
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
早
く
独
立
を
し
た
結
果
、
そ
の
教
派

的
伝
統
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
聖
餐
式
と
い
う
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
と
っ
て
本
質
的
な
聖
礼
典
を
、
教
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職
の
「
個
人
的
な
宗
教
的
嗜
好
）
3
（

」
に
よ
っ
て
、
深
き
神
学
的
議
論
を
経
る
こ
と
な
く
い
と
も
簡
単
に
、
諸
教
会
が
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
は
、
神
学
と
教
会
の
伝
統
の
軽
視
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
無
い
。「
日
本
の
神
学
」
は
か
か
る
問
題
も
扱
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

B
．
神
学
の
前
提
と
し
て
の
教
会

「
な
ぜ
教
会
が
必
要
な
の
か
」
と
い
う
問
い
、
こ
れ
は
、
な
ぜ
神
学
が
必
要
な
の
か
と
い
う
問
い
よ
り
も
更
に
根
本
的
な
問
い
で
あ
る
。

そ
れ
は
元
来
キ
リ
ス
ト
教
的
神
学
の
考
察
の
主
体
が
教
会
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
生
み
出
し
た
の
が
、（
結
果
と
し
て
異
端
と
さ
れ

た
グ
ル
ー
プ
も
含
め
た
）
キ
リ
ス
ト
教
諸
教
会
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
教
会
が
「
す
べ
て
の
教
義
的

条
項
の
前
提
で
あ
り
続
け
た
」
の
で
あ
り
、
教
会
は
、
単
に
教
義
学
の
中
の
一
つ
の
項
目
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
）
4
（

。神
学
は
教
会
に
つ
い
て
も
論
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
神
学
す
る
と
い
う
こ
と
」
の
前
提
と
し
て
、
神
に
祈
り
神
を
礼
拝
す
る
共
同
体

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
。
教
会
は
そ
れ
を
「
祈
り
の
支
配
（L

ex ora
n

d
i

）」
と
呼
ん
だ
）
5
（

。
そ
し
て
礼
拝
こ
そ
が
、
神
に
関
わ
り
、
ま
た

神
を
知
る
最
も
ふ
さ
わ
し
き
場
で
あ
る
と
知
っ
て
い
た
。
礼
拝
は
信
仰
の
行
為
で
あ
り
、
時
間
性
と
し
て
は
前
へ
と
向
う
直
接
性
の
体
験
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
神
学
は
そ
れ
ら
の
体
験
を
振
り
返
り
、
後
ろ
に
向
う
省
察
と
し
て
、
神
に
つ
い
て
、
人
に
つ
い
て
、
救
い
に
つ
い

て
、
世
界
や
歴
史
に
つ
い
て
、
そ
し
て
教
会
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
近
代
以
降
、
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
教
会
か
ら
離
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
が
存
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ル
タ
ー
は
、
ロ
ー
マ
教
会
を
批
判
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
離
れ
る
意
図
は
な
く
、
ま
た
決
し
て
教
会
を
軽
ん
じ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
の

歩
み
は
も
う
一
つ
の
教
会
へ
と
結
実
し
て
い
く
。
し
か
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
プ
ロ
テ
ス
ト
運
動
と
考
え
る
限
り
、
個
人
の
主
体
的

信
仰
を
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
に
置
く
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
教
会
で
は
な
く
個
人
が
神
認
識
の
主
体
と
な
る
こ
と
が
可
能
に
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な
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
と
宗
教
性
を
重
ん
じ
、
ま
た
時
に
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
も
重
ん
じ
な
が
ら
、
教
会
に
連
な
ら
な
い
キ
リ
ス
ト
教
と

い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
特
徴
は
近
代
的
な
個
人
主
義
的
信
仰
あ
る
い
は
宗
教
心
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
会
無
し
に
直
接
的
な
神
と

の
関
わ
り
へ
と
向
か
う
。
あ
る
い
は
見
え
ざ
る
教
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
信
仰
を
捉
え
る
。
そ
れ
は
信
仰
が
強
調
さ
れ
る
場
合
に
は
敬
虔

主
義
、
神
秘
主
義
的
な
傾
向
を
持
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
基
盤
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
公
共
性
が
強
調
さ
れ
る
場
合
に
は
社
会
を

安
定
さ
せ
、
発
展
さ
せ
る
制
度
や
精
神
性
に
関
心
を
持
つ
。

日
本
に
お
け
る
代
表
的
な
非
教
会
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、
無
教
会
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
講
演
の
テ
ー
マ
「
な
ぜ
日
本
に
教
会
が
必
要
な
の

か
」
と
関
連
す
る
た
め
、「
Ⅲ
．
無
教
会
に
つ
い
て
」
で
扱
う
こ
と
に
な
る
。
無
教
会
の
問
題
意
識
、
お
よ
び
預
言
者
的
性
質
を
高
く
評
価

し
な
が
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
教
会
論
（
あ
る
い
は
エ
ク
レ
シ
ア
理
解
）
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。
無
教
会
が
批
判
す
る
教
会
の
問
題

に
関
し
て
は
彼
ら
の
議
論
は
的
を
射
て
い
る
の
だ
が
、
無
教
会
が
作
り
上
げ
て
き
た
も
の
に
は
深
刻
な
問
題
が
あ
る
。

新
約
聖
書
が
教
会
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
は
圧
倒
的
に
具
体
的
な
教
会
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
エ
ペ
ソ
書
や
コ
ロ
サ
イ
書

は
新
約
聖
書
の
中
で
も
、
特
に
具
体
的
な
個
々
の
教
会
を
超
え
た
一
致
を
語
っ
て
い
る
が
）
6
（

、
そ
の
記
述
の
多
く
は
実
際
に
は
具
体
的
な
教
会

で
の
生
活
に
関
し
て
割
か
れ
て
い
る
。

神
の
臨
在
は
教
会
内
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
教
会
外
に
も
神
の
臨
在
は
あ
り
、
神
の
働
き
が
あ
る
。
国
際
的
和
平
が
結
ば
れ
る
時

そ
こ
に
神
の
働
き
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
争
っ
て
い
る
二
人
の
人
が
和
解
し
赦
し
合
い
握
手
を
す
る
と
き
に
、
そ
こ
に
断
片
的
か
つ
不
完
全
で

は
あ
っ
て
も
実
現
し
つ
つ
あ
る
神
の
平
和
が
あ
る
。
し
か
し
H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
そ
の
神
の
働
き
を
見
極
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
神
の
民
と
し
て
世
界
を
見
る
こ
と
を
学
ん
で
き
た
、
そ
し
て
聖
霊
の
働
き
に
よ
っ
て
神
を
知
る
教
会
な
の
で
あ
る
。

「
教
会
を
母
と
し
て
持
た
な
い
限
り
、
神
を
父
と
し
て
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
の
美
し
い
言
葉
は
、
教
会
と
キ
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リ
ス
ト
者
を
分
離
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
与
え
る
点
で
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
が
、
教
会
の
重
要
性
を
正
し
く
強
調
し
て
い
る
）
7
（

。
や
む
を
得

ぬ
状
況
の
ゆ
え
に
、
一
時
的
に
地
域
教
会
に
関
わ
ら
な
い
キ
リ
ス
ト
者
が
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
楽
器
を
持
た
な

い
演
奏
家
の
よ
う
に
、
ま
た
肉
体
を
持
た
な
い
魂
の
よ
う
に
、
歴
史
に
お
い
て
具
体
的
な
教
会
を
持
た
な
い
キ
リ
ス
ト
者
は
本
来
的
で
な
い

状
態
に
あ
る
。

C
．「
必
要
」
と
い
う
こ
と
――
教
会
が
必
要
で
あ
る
と
誰
が
判
断
す
る
権
威
を
持
っ
て
い
る
の
か
？

日
本
で
は
、
ア
メ
リ
カ
式
の
会
員
制
卸
売
式
小
売
店
は
そ
の
数
を
増
や
し
て
い
る
が
、
英
国
で
は
定
着
し
な
か
っ
た
。
家
屋
が
小
さ
く
大

量
の
商
品
を
一
度
に
買
う
習
慣
も
ス
ペ
ー
ス
も
無
く
、
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
豆
腐
は
ア
メ
リ
カ
で
健
康
食
と
し
て

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
サ
ー
ビ
ス
や
商
品
を
必
要
か
否
か
を
決
定

す
る
。

「
教
会
は
日
本
に
必
要
で
あ
る
か
」
と
問
う
と
き
、「
誰
が
教
会
を
必
要
と
決
め
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
「
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
教
会
を
必
要
と
考
え
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
も
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
六
世
紀
に
初
め
て
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
き
、
九
州
の
大
名
た
ち
は
貿
易
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
を
歓
迎
し
た
。
信

仰
の
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
た
人
々
も
、
特
に
関
西
に
、
少
な
か
ら
ず
い
た
が
、
実
利
の
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
教
を
用
い
る
者
が
出

て
き
た
。
信
長
は
、
西
洋
へ
の
好
奇
心
と
自
ら
の
政
治
的
目
的
達
成
の
手
段
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
好
意
的
態
度
を
と
っ
た
。
秀
吉
は
、
日

本
統
一
の
感
触
を
得
、
さ
ら
に
九
州
を
ほ
ぼ
手
中
に
収
め
た
と
き
に
伴
天
連
追
放
令
（
一
五
八
七
年
）
を
出
し
た
。
さ
ら
に
家
康
は
、
排
切

支
丹
文
（
一
六
一
三
年
）
を
出
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
止
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
先
祖
の
教
え
と
は
異
な
り
、
日
本
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
不

必
要
で
あ
る
と
彼
ら
は
宣
言
し
た
。
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一
九
世
紀
に
、
日
本
が
鎖
国
を
解
き
開
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
も
、
キ
リ
ス
ト
教
禁
教
は
解
か
れ
ず
、
高
札
が
撤
去
さ
れ
た
の
は
、

開
国
（
一
八
五
四
年
）
か
ら
一
九
年
後
の
一
八
七
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
五
〇
年
あ
ま
り
の
禁
教
の
間
、
江
戸
幕
府
も
明
治
政
府
も

日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
は
必
要
な
い
ば
か
り
か
有
害
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
大
多
数
の
日
本
人
も
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
が
必
要
で
あ
る
と
は

考
え
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
き
、
一
六
世
紀
と
一
九
世
紀
に
は
、
日
本
人
は
キ
リ
ス
ト
教
を
必
要
と
考

え
て
い
な
か
っ
た
。

二
〇
世
紀
の
敗
戦
後
、
キ
リ
ス
ト
教
が
大
々
的
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
と
き
、
日
本
人
は
（
キ
リ
ス
ト
者
以
外
の
人
々
も
）
キ
リ
ス
ト
教

に
か
な
り
の
期
待
を
持
っ
て
い
た
。
国
を
再
建
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
国
際
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
そ
の

文
化
価
値
が
有
益
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
日
本
は
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
し
て
教
会
を
必
要
で
あ
る
と
初
め
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
そ
の
「
必
要
と
し
て
い
る
」
主
体
は
日
本
、
お
よ
び
日
本
人
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
や
教
会
は
彼
ら
の
目
的
に
仕
え
る
手
段
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
自
分
に
は
神
が
必
要
か
」
と
い
う
問
い
は
誤
っ
た
問

い
で
あ
る
。

戦
後
す
ぐ
に
キ
リ
ス
ト
教
を
必
要
と
し
て
い
る
と
考
え
た
日
本
人
は
、
日
本
が
国
際
社
会
に
復
帰
し
ま
た
経
済
復
興
を
経
験
し
て
行
く
中

で
、
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
自
分
は
も
う
キ
リ
ス
ト
を
卒
業
し
た
と
語
り
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
は
排
他
的

だ
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
最
近
で
は
、
世
界
は
日
本
古
来
の
多
神
教
的
精
神
か
ら
学
び
、「
寛
容
に
」
な
る
べ
き
だ
と
語
る
政
治
家
さ
え
い

る
。こ

の
よ
う
な
状
況
を
考
え
る
と
き
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
的
な
試
み
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
は
、
実
際

に
は
宗
教
的
市
場
に
お
い
て
、
他
宗
教
と
競
い
合
っ
て
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
有
益
性
を
人
々
が
理
解
で

き
る
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
弁
証
論
に
よ
っ
て
人
が
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
こ
と
は
実
際
に
は
あ
ま
り
な
い
）
8
（

。
多
く
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の
場
合
、
弁
証
論
は
、
人
が
キ
リ
ス
ト
者
と
な
り
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
信
仰

を
合
理
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
的
有
益
性
を
弁
護
し
、
他
の
信
仰
の
危
険
性
、
脆
弱
さ
を
説
明
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
問
い
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
ガ
リ
ラ
ヤ
は
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
を
必
要
と
し
た
の
か
？
」
と
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
世
（C

osm
os

）
は
、
ヨ
ハ
ネ
、
パ
ウ
ロ
的
な
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
堕
落
に
よ
っ
て
壊
れ
、
神
の
審
き
の
下
に
あ
り
、

そ
の
内
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
贖
い
主
と
し
て
現
わ
れ
た
、
神
の
創
造
の
総
体
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
）
9
（

。
新
約
聖
書
に
お
い
て
世
は
、

神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
エ
ス
を
主
と
告
白
し
な
い
被
造
物
・
被
造
世
界
を
し
ば
し
ば
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
教
会

は
、
そ
の
た
だ
中
で
「
イ
エ
ス
は
主
な
り
」
と
告
白
す
る
信
仰
共
同
体
な
の
で
あ
る
。

日
本
は
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
は
受
け
入
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
は
、
荘
厳
な
礼
拝
堂
や
キ
リ
ス
ト
教
音
楽
に
敬
意
を
払
う
で
あ
ろ

う
。
日
本
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
文
脈
で
生
ま
れ
て
き
た
人
権
尊
重
や
民
主
主
義
と
い
う
文
化
価
値
や
制
度
を
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
深
い
関
心

な
く
受
け
入
れ
て
き
た
。
ま
た
日
本
は
、
教
会
無
き
キ
リ
ス
ト
教
、
抽
象
的
で
薄
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
香
り
の
す
る
道
徳
文
化
と
し
て
の

キ
リ
ス
ト
教
を
好
む
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
世
が
世
で
あ
る
か
ぎ
り
、
日
本
は
イ
エ
ス
を
主
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。

究
極
的
に
、
日
本
に
教
会
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
を
決
め
る
の
は
、
日
本
で
は
な
い
。
神
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
教
会
は
、
日
本
の
時
代

的
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
受
け
入
れ
る
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
取
り
除
く
努
力
も

必
要
で
あ
る
。
し
か
し
究
極
的
に
は
、
教
会
は
、
自
ら
が
日
本
好
み
の
姿
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
神
が
願
っ
て
お
ら
れ
る
よ

う
な
教
会
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
会
は
、
日
本
に
よ
っ
て
、
宗
教
法
人
と
し
て
認
め
て
い
た
だ
き
、
法

的
経
済
的
恩
恵
を
受
け
、
活
動
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
日
本
に
好
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
の
で
は
な
い
。
教
会
は
、
第
一
義
的
に
教
会

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
会
は
、
神
の
御
言
葉
を
自
ら
に
ま
た
日
本
に
語
っ
て
い
る
か
を
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
会
は
、
神
の
思
い
を
わ
が
思
い
と
し
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て
い
る
か
、
神
の
御
性
質
を
反
映
し
愛
と
憐
れ
み
を
持
っ
て
い
る
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
会
は
、
神
に
託
さ
れ
て
い
る
こ
の
世

界
に
、
ま
た
神
が
贖
っ
て
お
ら
れ
る
こ
の
世
界
に
い
か
に
関
わ
っ
て
い
く
か
を
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
教
会
に
お
い
て
人
々

が
神
の
前
に
悔
い
改
め
、
神
と
の
和
解
が
、
人
と
の
和
解
が
、
ま
た
被
造
世
界
と
の
和
解
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。こ

の
世
は
、
教
会
な
し
に
自
ら
の
姿
を
、
ま
た
自
ら
の
罪
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
は
、
他
の
国
と
比
較
し
、
自
ら
の

罪
を
相
対
化
し
、
悔
い
改
め
る
こ
と
な
く
、
進
ん
で
い
く
こ
と
を
望
む
。
薄
汚
れ
た
T
シ
ャ
ツ
は
、
深
夜
の
暗
き
部
屋
の
裸
電
球
の
下
、
灰

色
の
新
聞
紙
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
時
に
そ
の
汚
れ
が
目
立
た
な
い
。
し
か
し
日
の
光
の
下
で
真
っ
白
な
布
の
上
に
置
か
れ
る
と
き
に
そ
の

汚
れ
が
明
ら
か
に
な
る
。
教
会
が
教
会
と
な
っ
て
い
く
と
き
に
、
日
本
の
罪
は
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
教
会
は
第
一
義
的
に
、「
世
に
対
し
て
」
責
任
を
持
つ
の
で
は
な
い
。
教
会
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を

紹
介
し
説
明
し
世
の
道
徳
性
を
高
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
世
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
H
・
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ニ
ー
バ
ー
が
正
し
く
語
る
よ
う
に
、
教
会
は
神
に
対
し
て
、
世
の
事
柄
に
関
し
て
、
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（C

h
u

rch
 is n

o
t 

re
sp

o
n

sib
le

 to so
cie

ty
 for G

o
d

; ch
u

rch
 is re

sp
o

n
sib

le
 to G

o
d

 for so
cie

ty

）。
日
本
の
教
会
は
日
本
に
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
に

対
し
て
申
し
開
き
し
認
め
て
も
ら
う
の
で
は
な
い
。
日
本
の
教
会
は
、
日
本
の
事
柄
に
つ
い
て
神
に
申
し
開
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
責
任
を
教
会
は
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
は
教
会
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ
．
教
会
の
性
質
に
つ
い
て

日
本
に
教
会
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
際
に
、
教
会
の
性
質
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
教
会
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を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

旧
約
聖
書
に
お
け
る
神
の
民
の
伝
統
に
は
預
言
者
と
祭
司
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
）
10
（

。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
性
質
は
新
し
い
イ
ス
ラ
エ
ル
で

あ
る
教
会
に
継
承
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
性
質
は
ま
た
後
述
の
、
無
教
会
を
考
察
す
る
上
で
も
有
益
で
あ
る
）
11
（

。

A
．
教
会
論
概
観

E
k
k
lesia

 

は
七
〇
人
訳
でq

a
h
a
l

（
集
ま
っ
た
人
々
）
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。Q

a
h
a
l 

は
、捕
囚
前
に
はed

a
h

（
契

約
の
民
）
と
の
区
別
は
あ
っ
た
が
、
捕
囚
後
に
は
そ
の
区
別
は
明
確
で
は
な
く
な
る
。
そ
し
てek

k
lesia

は
単
に
集
ま
っ
た
人
々
だ
け
で
は

な
く
、
集
ま
っ
た
人
々
の
共
同
体
、
神
の
民
を
も
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
旧
約
に
お
い
て
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
で
あ
り
、
新
約
で
は
キ
リ
ス

ト
者
の
共
同
体
で
あ
る
）
12
（

。
新
約
聖
書
が
神
の
民
の
意
で
エ
ク
レ
シ
ア
を
充
て
る
と
き
、
そ
こ
に
個
人
主
義
的
な
信
仰
と
い
う
意
味
合
い
は
見

ら
れ
な
い
。

初
期
の
教
会
は
そ
の
教
会
理
解
に
お
い
て
、
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
規
範
と
し
た
。
そ
し
て
イ
エ
ス
と
弟
子
た
ち
の
教
え
を

正
し
く
継
承
し
、
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
重
ん
じ
た
。
そ
れ
は
、「
イ
エ
ス
は
主
な
り
」
と
告
白
す
る
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
社
会
か
ら
呼

び
出
さ
れ
た
神
の
民
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
教
お
よ
び
他
の
地
中
海
沿
岸
の
支
配
的
諸
宗
教
の
中
で
、
敢
え
て
イ
エ
ス
を
主
と
す
る

人
々
の
集
ま
っ
た
信
仰
者
か
ら
成
る
教
会
で
あ
っ
た
。

教
会
史
の
中
で
ど
の
時
代
を
「
黄
金
時
代
（
！
）」
と
し
て
重
き
を
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
ど
こ
に
見
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の

人
の
神
学
的
ス
タ
ン
ス
が
見
え
て
く
る
。
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
神
学
的
教
会
論
は
教
会
に
と
っ
て
規
範
で
あ
る
。
確
か
に
初
代
教
会
の
現

実
に
も
歴
史
的
制
約
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま
他
の
時
代
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
初
代
教
会
は
、
イ
エ
ス
と
弟
子
た

ち
の
時
代
に
近
く
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
時
代
に
そ
れ
以
後
の
ど
の
時
代
よ
り
も
大
い
な
る
敬
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
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エ
ル
サ
レ
ム
、
ア
ン
テ
ィ
オ
ケ
ア
、
ロ
ー
マ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
、
各
都
市
の
教
会
が
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
く
中
で
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
中
心
に
あ
っ
た
ロ
ー
マ
の
教
会
が
権
威
を
帯
び
て
い
く
。
ペ
テ
ロ
と
パ
ウ
ロ
が
ロ
ー
マ
で
殉
教
し
た
と

考
え
ら
れ
た
こ
と
に
加
え
て
、
大
き
な
議
論
で
ロ
ー
マ
が
常
に
正
し
い
側
に
い
た
こ
と
も
彼
ら
の
地
位
を
高
め
た
。
ロ
ー
マ
と
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
の
間
に
は
初
期
か
ら
緊
張
関
係
が
あ
っ
た
が
、
つ
い
に
一
一
世
紀
に
は
互
い
を
破
門
し
て
、
教
会
は
分
裂
を
す
る
。

国
家
と
の
関
係
で
教
会
の
性
質
が
大
き
く
変
わ
る
の
は
四
世
紀
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
の
ミ
ラ
ノ
勅
令
（
三
一
三
年
）
に

よ
っ
て
、
教
会
に
対
す
る
迫
害
が
終
わ
り
、
セ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
の
時
代
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
教
に
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
か

ら
教
会
は
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
の
一
部
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
国
家
に
キ
リ
ス
ト
を
証
し
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
よ
り
も
、
国
家

を
宗
教
的
に
指
導
す
る
立
場
か
ら
考
え
発
言
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
三
世
紀
ま
で
教
会
は
、
キ
リ
ス
ト
者
が
軍
隊
に
入
る
こ
と

に
否
定
的
だ
っ
た
。
し
か
し
四
世
紀
か
ら
は
入
隊
を
も
は
や
否
定
で
き
な
く
な
る
。
教
会
は
、
軍
が
そ
の
重
要
な
役
割
を
占
め
る
同
じ
エ
ス

タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
の
一
部
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
会
は
、
軍
が
よ
り
大
き
な
悪
を
行
わ
ず
最
低
限
の
悪
に
留
ま
る
よ
う
に
腐
心
す
る

よ
う
に
な
る
。
主
は
一
つ
、
信
仰
は
一
つ
、
バ
プ
テ
ス
マ
は
一
つ
、
教
会
は
一
つ
。
そ
し
て
一
人
の
皇
帝
が
一
つ
の
帝
国
で
神
の
国
を
前
進

さ
せ
て
い
く
と
考
え
た
。
そ
し
て
ロ
ー
マ
帝
国
と
教
会
と
は
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

帝
国
内
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
の
一
部
と
な
っ
て
い
く
教
会
は
、
祭
司
的
な
位
置
を
確
保
し
た
が
、
預
言
者
的
な
鋭
さ
を
失
っ
て

い
く
。
教
会
が
国
家
か
ら
独
立
し
た
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
預
言
者
で
あ
る
た
め
に
は
必
要
条
件
で
あ
っ
た
。
特
に
第
二
次
世
界
大
戦

後
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
（C

h
riste

n
d

o
m

）
は
凄
ま
じ
い
勢
い
で
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
後
進
国
の
日
本
で
は
、
西
洋

の
か
つ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
地
位
に
憧
憬
を
持
つ
人
が
少
な
か
ら
ず
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
黄
金
時
代
と
見
る
な

ら
ば
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
教
会
の
あ
り
方
を
教
会
本
来
の
姿
と
見
做
す
な
ら
ば
、
預
言
者
的
な
声
は
教
会
か
ら
は
出
て
こ
な
く
な
る
。

大
木
英
夫
教
授
は
、
日
本
の
知
性
が
政
治
権
力
に
追
従
的
に
な
り
自
立
性
を
持
た
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
預
言
者
的
伝
統
の
必
要
を
語

る
）
13
（

。
そ
し
て
日
本
を
ト
ー
タ
ル
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
と
ら
え
、
日
本
を
動
か
す
に
は
、「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
支
点
」
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
復
活
の
出
来
事
に
見
、「
復
活
者
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
な
る
教
会
」
に
教
会
に
そ
の
場
を
置
く
）
14
（

。
そ
の
指
摘

は
正
し
い
。「
日
本
の
神
学
」
に
は
教
会
論
が
整
え
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
は
、
世
を
正
し
く
と
ら
え
る
神
学
の
座
は
、
神
の
国
と
世
と
の
境
界
線
上
に
立
ち
続
け
よ
う
と
す
る
教
会
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。

日
本
と
神
の
国
と
の
境
界
線
を
注
意
深
く
探
り
つ
つ
そ
こ
に
立
ち
続
け
る
教
会
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
新
約
聖
書
の
イ
エ
ス
の
生
き
方
と

教
え
を
神
の
国
の
現
れ
と
し
て
規
範
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
が
、
エ
ッ
セ
ネ
派
の
如
く
世
か
ら
隠
遁
す
る
こ
と
も
な
く
、
パ
リ
サ
イ
人

の
如
く
世
か
ら
自
ら
を
分
離
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
教
会
は
世
に
関
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
イ
エ
ス
は
、
熱
心
党
の
よ

う
に
暴
力
に
よ
る
変
革
を
図
る
の
で
も
、
サ
ド
カ
イ
人
の
如
く
政
治
的
妥
協
を
探
る
の
で
も
な
く
、
世
に
あ
っ
て
神
の
国
を
生
き
た
）
15
（

。
そ
れ

が
キ
リ
ス
ト
の
体
た
る
教
会
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
世
界
は
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
が
、
未
だ
に
そ
の
か
つ
て
の
夢
を
憧
憬
す
る
人
た
ち
は
、
あ
る
い
は
西
洋
以
上
に
日
本
に
多
く
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
税
金
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
あ
る
一
時
期
の
西
洋
の
教
会
の
キ
リ
ス
ト
教
帝
国
的
な
文
化
を
、
教
会
の
規
範
の

よ
う
に
輸
入
し
て
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
、
尖
塔
、
鐘
、
聖
歌
隊
、
儀
礼
を
も
っ
て
教
会
の
必
要
ア
イ
テ
ム
と
す
る
姿
に

わ
た
し
は
哀
し
み
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
）
16
（

。
わ
れ
わ
れ
は
皇
帝
の
行
進
や
聖
職
者
の
行
進
、
煌
び
や
か
な
儀
式
、
財
を
尽
く
し
た
建
築
を
導

入
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
的
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
、
様
々
な
意
味
で
未
だ
粗
野
で
あ
っ
た
が
ロ
ー
マ
帝
国
に
禁
教
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ

た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
大
き
な
注
目
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
一
六
世
紀
は
教
会
論
を
考
え
る
上
で
重
要
な
時
期
で
あ
る
。
四
世
紀
か
ら
の
教
会
理
解
が
大
き
く
揺
る
が
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ル
タ
ー
は
、
ロ
ー
マ
教
会
の
改
革
を
試
み
た
が
、
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
の
分
離
は
意
図
し
て
お
ら
ず
、
独
自
の
教
会
論
を
発
展
さ
せ
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
ロ
ー
マ
教
会
と
の
分
離
は
一
時
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
論
が
発
展

す
る
の
は
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
グ
の
宗
教
会
談
（
一
五
四
一
年
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
突
出
し
て
い
る
の
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
で
あ
る
が
、
彼
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
伝
統
に
立
っ
て
い
る
。
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
論
争
を
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解
決
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
教
会
の
聖
性
は
構
成
員
の
聖
さ
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
聖
さ
の
ゆ
え
で
あ
る
と
し
て
、
教

会
の
不
完
全
性
を
認
め
た
。
教
会
に
は
麦
と
毒
麦
が
混
ざ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
選
別
す
る
の
は
人
で
は
な
く
神
の
最
終
的
な
審
き

で
あ
る
と
し
た
。
教
会
の
純
化
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
ド
ナ
テ
ィ
ズ
ム
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
国
家
教
会
を
認
め
る
論
理
と
し
て

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
教
会
に
は
（
初
代
教
会
で
あ
っ
て
も
）
麦
と
毒
麦
が
混
ざ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
使
徒
は
明
ら
か
な
問
題
は
取
り
除
く

よ
う
に
指
導
し
て
い
る
が
、
教
会
の
聖
さ
と
品
質
保
証
を
教
会
員
の
性
質
に
帰
し
て
は
い
な
い
。
麦
と
毒
麦
の
両
方
が
教
会
の
内
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
国
家
教
会
の
肯
定
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

宗
教
改
革
者
は
神
の
御
言
葉
を
強
調
し
た
。
ル
タ
ー
は
「
神
の
御
言
葉
」
が
語
ら
れ
、
信
仰
を
持
っ
た
「
神
の
民
」
が
い
る
と
こ
ろ
に
教

会
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
た
）
17
（

。
ル
タ
ー
は
、「
熱
狂
主
義
者
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
神
の
言
葉
と
聖
礼
典
と
が
否
定
さ
れ
な
い

限
り
、
教
会
は
聖
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

ル
タ
ー
は
ま
た
信
仰
を
持
っ
た
者
か
ら
な
る
家
の
教
会
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
ビ
リ
ー
バ
ー
ズ
・
チ
ャ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
れ
は
決

し
て
彼
が
指
導
し
て
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
彼
は
そ
の
関
心
を
記
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
を
真
剣
に
欲
し
、
福
音
を
手
と
口
で
告
白
す
る
人
々
は
、
そ
の
名
を
署
し
、
自
分
た
ち
だ
け
で
ど
こ

か
の
家
に
、
祈
り
、
読
み
、
洗
礼
を
授
け
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
受
け
、
そ
の
他
の
キ
リ
ス
ト
者
の
わ
ざ
を
行
う
た
め
に
集
ま
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
命
令
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
生
き
な
い
者
は
、
キ
リ
ス
ト
の
規
範
（
マ
タ
イ
一
八
章
﹇
一
五
―

一
七
節
﹈）
に
従
っ
て
、
知
ら
れ
、
非
難
さ
れ
、
矯
正
さ
れ
、
追
放
さ
れ
あ
る
い
は
除
名
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
た
、

Ⅱ
コ
リ
ン
ト
書
九
章
の
聖
パ
ウ
ロ
の
例
に
従
っ
て
、
自
ら
進
ん
で
与
え
貧
し
き
者
に
分
け
与
え
る
た
め
に
、
憐
れ
み
深
い
贈
り

物
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。（
中
略
）
つ
ま
り
、
も
し
そ
の
よ
う
な
人
々
が
お
り
真
剣
に
欲
す
る
個
々
人
が
い
る
な
ら
、
規
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則
や
規
定
は
す
ぐ
に
整
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
未
だ
そ
の
よ
う
な
会
衆
あ
る
い
は
集
ま
り
を
始
め
る
こ
と
も
、
あ

る
い
は
そ
の
た
め
の
規
則
を
作
る
こ
と
も
、
で
き
な
い
し
ま
た
望
ま
な
い
。
と
い
う
の
も
私
に
は
そ
の
た
め
の
人
々
あ
る
い
は

個
々
人
が
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
た
い
と
願
う
多
く
の
人
々
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
そ
う
す
る
よ
う
に
と

請
わ
れ
れ
ば
そ
し
て
良
心
か
ら
断
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
私
は
喜
ん
で
私
の
で
き
る
こ
と
を
な
し
な
し
う
る
限
り
助
け
る

で
あ
ろ
う
）
18
（

。

結
局
の
と
こ
ろ
ル
タ
ー
は
、
神
が
定
め
た
恩
恵
の
手
段
と
し
て
の
歴
史
的
制
度
と
し
て
の
教
会
を
主
張
し
、
急
進
派
を
批
判
す
る
の
だ
が
、

彼
の
主
張
す
る
「
教
会
」
は
彼
自
身
が
批
判
す
る
ロ
ー
マ
教
会
の
よ
う
な
も
う
一
つ
の
制
度
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
）
19
（

。

ロ
ー
マ
教
会
に
戻
る
可
能
性
が
な
く
な
っ
た
第
二
世
代
の
改
革
者
の
代
表
的
指
導
者
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
で
あ
る
。
彼
は
教
会
の
し
る
し
と
し

て
二
つ
の
も
の
を
挙
げ
る
。
一
つ
は
、
神
の
御
言
葉
が
真
摯
に
述
べ
伝
え
ら
れ
聴
聞
さ
れ
る
こ
と
と
で
あ
る
）
20
（

。
も
う
一
つ
は
サ
ク
ラ
メ
ン
ト

の
正
し
い
執
行
で
あ
る
。
彼
は
信
仰
者
の
質
で
は
な
く
、
正
し
い
恩
恵
の
手
段
が
あ
る
こ
と
を
本
質
的
な
こ
と
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
、
ス

ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
宗
教
改
革
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ツ
ァ
ー
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
と
は
一
線
を
画
し
て
戒
規
の

執
行
を
本
質
的
な
教
会
の
し
る
し
に
は
入
れ
て
い
な
い
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、「
教
会
の
肢
体
の
う
ち
に
は
何
ら
の
汚
点
も
も
は
や
な
い
、
と

い
う
意
味
に
と
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
そ
う
で
は
な
く
、「
信
仰
者
た
ち
は
、
聖
潔
と
、
堅
固
な
純
潔
と
に
、
全
力
を
あ
げ
て
憧
れ

た
た
め
に
、
か
れ
ら
の
い
ま
だ
完
全
に
達
し
て
い
な
い
浄
ら
か
さ
が
、
神
の
い
つ
く
し
み
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
に
帰
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
意

味
に
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
）
21
（

。

ま
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
、
ル
タ
ー
と
同
様
、
教
会
を
制
度
と
し
て
み
て
お
り
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
教
会
が
治
め
ら
れ
る
こ
と
を
主
が
望
ま
れ

る
秩
序
」
と
し
て
さ
ら
に
具
体
的
に
牧
師
、
長
老
、
執
事
、
会
衆
を
あ
げ
て
い
る
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
具
体
的
な
見
え
る
教
会
と
、
普
遍
的
な
見
え
な
い
教
会
と
を
分
け
て
論
じ
た
。
見
え
な
い
教
会
と
は
「
世
の
は
じ
め
以
来
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の
、
す
べ
て
の
選
ば
れ
た
も
の
た
ち
が
含
ま
れ
る
」、「
目
に
見
え
な
い
――
た
だ
、
神
の
御
目
に
し
か
見
え
な
い
――
教
会
」
で
あ
り
、
全

て
の
信
徒
が
時
代
を
越
え
て
ま
た
場
を
越
え
て
属
す
る
と
す
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
こ
の
見
え
な
い
「
普
遍
的
教
会
」
へ
の
参
与
を
具
体
的
諸

教
会
の
正
当
性
の
基
盤
と
し
て
い
る
。「
普
遍
的
教
会
」
に
「
各
個
教
会
」
が
包
含
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
権
威
と
正
当
性
を
得
て
い
る
と
い

う
）
22
（

。カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
不
完
全
な
各
個
教
会
を
軽
ん
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
第
二
世
代
の
宗
教
改
革
者
と
し
て
、
第
一
世
代
が
未
だ

扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
教
会
論
を
初
め
て
真
剣
に
論
じ
た
神
学
者
で
あ
る
。
ま
た
彼
自
身
教
会
人
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
彼
に
と
っ
て
は
こ
の
普
遍
的
教
会
が
唯
一
の
完
全
な
る
教
会
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
各
個
教
会
は
「
外
的
な
支
え
」
と
し
て
の
制

度
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
）
23
（

。
ブ
ル
ン
ナ
ー
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
教
会
論
が
、『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
第
四
巻
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
教
会
論
は
信
仰
、
義
認
、
悔
い
改
め
、
キ
リ
ス
ト
者
の
生
活
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
。「
し
た
が
っ
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
場
合
、
教

会
は
そ
れ
自
体
信
仰
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
単
な
る
補
助
手
段
で
あ
り
、
確
か
に
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
明
ら
か
に
信
仰
の
外
的

な
補
助
手
段
で
あ
る
」。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
「
信
仰
共
同
体
は
信
仰
の
本
質
に
属
さ
な
い
も
の
と
し
て
信
仰
に
付
加
さ
れ
て
い
る
」
と

い
う
。「
信
仰
共
同
体
は
信
仰
に
対
し
て
何
か
別
の
、
第
二
義
的
な
も
の
と
し
て
付
け
加
わ
る
の
で
あ
る
」
の
で
あ
り
、「〈
選
バ
レ
タ
者
ノ

数
〉
と
定
義
さ
れ
る
」〈
見
エ
ザ
ル
教
会
〉
は
、「
共
同
体
で
は
な
く
、
教
会
な
し
に
で
も
す
で
に
選
ば
れ
て
い
る
人
々
の
数
で
あ
る
）
24
（

」。
こ

の
よ
う
に
見
え
な
い
教
会
を
理
想
的
な
ま
た
見
え
る
教
会
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
き
、
信
仰
は
個
々
人
で
そ
の
見
え
な
い
教
会

に
属
す
る
も
の
と
な
り
、
個
人
主
義
的
傾
向
を
持
つ
。
そ
し
て
見
え
る
教
会
は
不
完
全
で
は
あ
る
が
他
に
そ
の
役
割
を
果
た
す
も
の
は
な
い

制
度
的
補
助
手
段
と
し
て
二
次
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
25
（

。

し
か
し
な
が
ら
新
約
聖
書
の
エ
ク
レ
シ
ア
は
補
助
的
な
制
度
で
は
な
い
。
む
し
ろ
信
仰
に
本
質
的
に
関
わ
る
人
格
的
交
わ
り
で
あ
る
。
教

会
に
お
い
て
人
は
神
の
言
葉
を
聞
き
、
神
に
出
会
い
、
キ
リ
ス
ト
の
体
の
一
部
分
と
し
て
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「〈
外
的
補

助
手
段
〉
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
中
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
共
同
体
性
で
あ
り
、
神
と
の
交
わ
り
を
基
礎
と
し
た
互
い
の
交
わ
り
で
あ
る
）
26
（

」。
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ア
ナ
バ
プ
テ
ス
ト
は
、
教
会
を
国
家
か
ら
独
立
し
た
信
仰
者
の
群
れ
と
考
え
た
点
に
お
い
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
っ
た
。
四
世
紀
に
国
家
教

会
が
始
ま
っ
て
か
ら
か
ら
失
わ
れ
て
い
た
、
信
仰
を
告
白
す
る
人
か
ら
な
る
自
発
的
な
共
同
体
を
彼
ら
は
新
約
聖
書
の
研
究
か
ら
見
出
し

た
。
彼
ら
は
、
教
会
を
義
人
の
集
ま
り
と
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
と
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
た
ち
を
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
ド
ナ

テ
ィ
ス
ト
が
自
ら
の
正
し
き
行
い
を
強
調
し
た
の
に
対
し
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ス
ト
は
回
心
の
経
験
、
主
体
的
信
仰
告
白
、
上
か
ら
生
ま
れ
る
こ

と
、
悔
い
改
め
を
重
要
視
し
た
の
で
あ
る
。
マ
タ
イ
一
八
章
（R

egn
u

m
 C

h
risti

）
が
戒
規
の
基
盤
で
あ
っ
た
。
し
か
し
悔
い
改
め
の
あ
る

と
こ
ろ
に
赦
し
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
む
し
ろ
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
以
前
の
教
会
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
、
世
と
の
妥
協
を
も
と
め
ず
迫
害
を
甘
ん
じ
て
受
け
た
。
ま
た
彼
ら
は
イ
エ
ス
へ
の
従
順
を
説
い
た
。
そ
し
て
新
約
聖
書
に
従
っ

て
暴
力
を
否
定
し
た
。
非
迫
害
者
は
、
状
況
が
変
わ
る
と
し
ば
し
ば
迫
害
者
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
今
日
で
も
変
わ
ら
ず

非
暴
力
を
貫
き
イ
エ
ス
の
生
き
方
と
教
え
を
証
し
し
よ
う
と
す
る
。
た
だ
彼
ら
に
は
祭
司
的
な
要
素
が
少
な
く
、
こ
れ
は
不
十
分
な
点
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
の
教
会
論
に
は
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

B
．
終
末
論
的
理
解
に
お
け
る
教
会
論

二
〇
世
紀
の
終
末
論
は
、
神
の
国
を
「
既
に
」
と
「
未
だ
」
の
二
つ
の
間
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ヴ
ァ
イ

ス
や
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
っ
て
終
末
論
は
大
き
な
転
換
を
見
た
（
徹
底
的
終
末
論
）。
ヴ
ァ
イ
ス
は
神
の
国
は
将
来
到

来
す
る
も
の
と
見
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
イ
エ
ス
は
自
ら
の
存
命
中
に
神
の
国
が
到
来
す
る
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
起
こ
ら
な

か
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
C
・
H
・
ド
ッ
ド
の
「
実
現
さ
れ
た
終
末
論
」
は
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
反
対
に
位
置
す
る
。
彼
は
イ
エ
ス
が
神
の
国

が
近
づ
い
た
と
宣
言
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
イ
エ
ス
と
共
に
既
に
神
の
国
が
実
現
し
て
い
る
と
考
え
る
）
27
（

。
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ま
た
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
は
「
神
話
的
に
」
記
さ
れ
た
神
の
超
自
然
的
な
介
入
を
非
神
話
化
し
、
個
人
が
今
こ
こ
に
お
い
て
神
の
支

配
へ
と
自
ら
を
委
ね
る
生
き
方
を
す
る
と
い
う
実
存
的
解
釈
を
も
っ
て
終
末
論
を
扱
う
。
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
を

世
の
終
わ
り
に
起
こ
る
出
来
事
の
先
取
り
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
万
物
の
新
し
い
創
造
に
、「
究
極
的
な
新
し
さ
」
に
希
望
を
見
る
。

最
も
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
開
始
さ
れ
た
終
末
論
」
で
あ
る
。
神
の
国
は
イ
エ
ス
と
共
に
人
間
の
歴
史
の
中
に
既
に
始
ま
っ
て

い
る
と
す
る
。
そ
れ
は
未
だ
完
成
し
て
お
ら
ず
そ
の
完
成
は
将
来
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
既
に
」
と
「
未
だ
」
の
間
の
位
置

で
教
会
論
の
性
質
が
変
わ
っ
て
く
る
。
既
に
起
こ
り
始
め
て
い
る
神
の
国
を
見
、
イ
エ
ス
と
共
に
神
の
国
を
先
取
り
し
て
神
の
国
の
生
き
方

を
こ
の
世
に
も
た
ら
し
始
め
た
証
を
わ
れ
わ
れ
は
初
代
教
会
に
見
る
。
し
か
し
こ
の
世
に
お
い
て
現
実
的
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
姿
を
四
世
紀

以
降
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
的
キ
リ
ス
ト
教
に
見
る
。
そ
の
強
調
点
に
よ
っ
て
教
会
の
姿
が
変
わ
っ
て
く
る
の
こ
れ
ら
の
う
ち
に
見
る
の

で
あ
る
。

Ⅲ
．
無
教
会
に
つ
い
て

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
無
教
会
主
義
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
無
教
会
主
義
は
、
日
本
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
の
形
態
で
あ
り
、

海
外
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
28
（

。

無
教
会
を
扱
う
も
う
一
つ
の
重
要
な
理
由
は
、
彼
ら
の
預
言
者
的
性
質
に
あ
る
。
無
教
会
だ
け
が
戦
前
の
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対

し
て
非
妥
協
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
主
要
な
無
教
会
キ
リ
ス
ト
者
が
一
様
に
、
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
た
と
い
う
の

で
も
な
い
）
29
（

。
ま
た
内
村
鑑
三
は
日
清
戦
争
は
支
持
し
、
そ
の
後
非
戦
論
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
反
戦
論
も
徐
々
に
発
展
し
て
行
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
村
鑑
三
や
矢
内
原
忠
雄
に
は
、
他
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
に
見
ら
れ
な
い
、
徹
底
し
た
預
言
者
的
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態
度
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
教
会
が
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
十
分
に
見
極
め
ら
れ
ず
批
判
で
き
な
か
っ
た
と
き
に
、
彼
ら
に
は
そ

の
悪
が
見
え
お
り
そ
れ
と
戦
っ
て
い
る
。
そ
の
現
実
を
踏
ま
え
、
わ
れ
わ
れ
は
無
教
会
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

は
主
に
そ
の
創
始
者
で
あ
る
内
村
鑑
三
の
無
教
会
主
義
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
る
。

A
．
内
村
鑑
三
の
無
教
会
と
は
何
か

内
村
は
、
無
教
会
と
い
う
言
葉
を
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
慰
め
』（
一
八
九
三
年
）
で
初
め
て
用
い
て
い
る
。
し
か
し
無
教
会
と
い
う
こ
と

が
初
め
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
雑
誌
『
無
教
会
』
の
「
無
教
会
論
」（
一
九
〇
一
年
三
月
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
は
第
一
八
号
で
途

絶
え
る
が
、
内
村
は
死
ぬ
ま
で
無
教
会
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
生
き
、
無
教
会
は
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
内
村
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
に
論
じ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
詩
人
の
よ
う
に
書
い
た
た
め
、
彼
の
書
い
た
も
の
に
は
必
ず
し
も
厳
密
な
整
合
性
は
な
い
。
し
か
し

三
〇
年
以
上
に
亘
っ
て
教
会
と
無
教
会
に
つ
い
て
七
二
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
お
り
、
そ
の
基
本
的
方
向
性
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
彼

は
、
死
の
約
五
ヶ
月
前
（
一
九
二
九
年
一
〇
月
一
四
日
）
に
、
旧
友
宮
部
金
吾
と
共
に
そ
の
設
立
に
関
わ
っ
た
北
海
道
の
独
立
教
会
に
手
紙

を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
独
立
教
会
の
教
育
顧
問
を
辞
す
る
こ
と
を
願
っ
て
の
手
紙
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
教
会
と
名
の
つ
く
も
の
と
の
関

係
を
切
り
、
純
然
た
る
無
教
会
者
と
し
て
生
涯
を
終
え
た
い
、
と
記
し
て
い
る
。
内
村
は
無
教
会
者
と
し
て
生
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。無

教
会
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
「
無
教
会
は
何
で
な
い
の
か
」
あ
る
い
は
「
無
教
会
主
義
は
何
に
対
し
て
闘
っ
て
い
る
の

か
」
を
問
う
の
が
適
切
で
あ
る
。
無
教
会
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
の
否
定
で
は
な
く
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
求
め
る
試
み
で
あ
り
、
無
教

会
と
い
う
名
が
示
す
よ
う
に
、
非
常
に
教
会
を
意
識
し
た
、
教
会
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
そ
し
て
無
教
会
の
対
極
に
あ
り
、
無
教
会

主
義
が
闘
っ
て
い
る
相
手
は
「
制
度
化
さ
れ
た
教
会
」
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
あ
る
。
無
教
会
は
、
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牧
師
を
按
手
す
る
こ
と
も
な
く
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
も
（
否
定
は
し
な
い
が
）
行
わ
ず
、
ま
た
教
会
暦
も
用
い
な
い
）
30
（

。
徹
底
的
な
非
制
度
的
な

実
存
的
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。

1
．
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
徹
底
と
し
て
の
無
教
会
主
義

内
村
は
、
無
教
会
と
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
の
徹
底
で
あ
る
と
い
う
。「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
を
そ
の
当
然
の
結
論
ま
で
持
っ
て
行

け
ば
無
教
会
主
義
と
な
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
（
と
い
う
の
）
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
無
教
会
的
教
会
と
い
う
が
ご
と
き
も
の
で
あ

る
）
31
（

」。
ア
ナ
バ
プ
テ
ス
ト
た
ち
は
、
国
家
教
会
を
そ
の
ま
ま
に
遺
し
た
宗
教
改
革
者
を
、（
改
革
を
）
途
中
止
め
に
し
た
改
革
者
た
ち
（H

alf-

w
ay

 re
fo

rm
e

rs

）
と
呼
ぶ
。
彼
ら
に
と
っ
て
教
会
は
非
常
に
大
切
で
あ
っ
た
。
し
か
し
内
村
は
そ
れ
と
は
異
な
る
個
人
主
義
的
観
点
か
ら
、

「
惜
し
む
べ
し
、
ル
ー
テ
ル
、
カ
ル
ビ
ン
の
宗
教
改
革
は
半
改
革
に
終
わ
っ
た
。
彼
ら
は
教
会
な
し
の
福
音
を
唱
え
得
ず
し
て
、
わ
れ
ら
後

進
に
解
決
す
べ
き
難
問
題
を
遺の

こ

し
た
」
と
記
し
て
い
る
）
32
（

。

　

a
．
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
原
理
あ
る
い
は
継
続
さ
れ
る
べ
き
宗
教
改
革
と
し
て
の
無
教
会
主
義

無
教
会
キ
リ
ス
ト
者
は
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
い
な
い
が
、
西
洋
の
神
学
用
語
で
無
教
会
主
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
原
理
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
）
と
継
続
す
る
宗
教
改
革
（
H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
）
が
有
益
で
あ
る
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
は
ロ
ー
マ
教
会
の
問
題
に
対
し
て
抗
議
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
一
六
世
紀
に
起
こ
っ
た
歴
史
的

出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
神
の
前
に
自
ら
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
お
い
て
、
継
続
的
に
起
こ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

同
様
に
、
無
教
会
は
制
度
化
さ
れ
た
静
的
「
宗
教
」
に
対
し
、
神
に
よ
っ
て
常
に
新
た
に
さ
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
信
仰
を
求
め
た
。
死

の
約
五
ヶ
月
前
、
一
九
二
九
年
一
〇
月
二
四
日
の
日
記
で
内
村
は
語
る
。
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無
教
会
主
義
は
こ
の
世
に
お
い
て
実
行
不
可
能
の
主
義
で
あ
る
。
も
し
実
行
可
能
な
れ
ば
直
ち
に
教
会
と
な
り
て
実
現
す
る
。

無
教
会
主
義
の
貴
さ
は
そ
の
実
行
不
可
能
な
る
に
お
い
て
あ
る
。（
中
略
）
無
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
待
っ
て
そ
の
実
行

を
見
る
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
理
想
と
し
て
そ
の
部
分
的
実
現
を
も
っ
て
満
足
す
る
。
つ
ね
づ
ね
言
う
と
お
り
、
こ
の
世

に
あ
り
て
完
全
な
る
教
会
に
入
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
今
日
直
ち
に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
入
る
べ
き
で
あ
る
。
無
教
会
主

義
は
理
想
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
世
に
お
い
て
成
功
を
期
待
す
る
小
人
と
俗
人
は
こ
れ
を
い
だ
く
べ
か
ら
ず
で
あ
る
）
33
（

。

内
村
は
、
無
教
会
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
の
如
き
存
在
と
し
て
理
解

し
て
い
た
。

　

b
．
制
度
に
対
す
る
い
の
ち
と
し
て
の
無
教
会

一
九
二
七
年
に
内
村
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

生
命
は
形
態
を
取
り
て
現
わ
る
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
神
の
霊
が
時
に
教
会
の
形
態
を
取
り
て
現
る
る
は
少
し
も
ふ
し
ぎ
で
な

い
。
わ
れ
ら
は
か
か
る
形
態
を
貴
び
、
時
に
お
の
が
身
を
こ
れ
に
ゆ
だ
ぬ
る
も
、
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
神し
ん

と
形け
い

と
が
同
視
せ
ら
る
る
時
に
、
弊
害
は
百
出
す
る
。
そ
し
て
形
が
神
を
圧
す
る
時
に
、
神
は
生
き
ん
が
た
め
に
形
に
そ

む
き
、
こ
れ
と
離
れ
、
こ
れ
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
い
。
無
教
会
主
義
は
か
か
る
場
合
に
起
こ
る
主
義
で
あ
る
。
貴
む
べ
き
、
な

く
て
は
な
ら
ぬ
主
義
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ギ
レ
ア
デ
の
野
人
、
テ
シ
ベ
人
預
言
者
エ
リ
ヤ
は
無
教
会
主
義
者
で

あ
っ
た
。
彼
に
よ
り
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
内
に
消
え
ん
と
せ
し
エ
ホ
バ
の
生
け
る
信
仰
が
復
興
持
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た



254

テ
コ
ア
の
牧
夫
ア
モ
ス
は
預
言
者
に
し
て
無
教
会
主
義
者
で
あ
っ
た
。（
中
略
）

そ
の
他
ル
ー
テ
ル
も
新
信
仰
唱
道
当
時
は
純
然
た
る
無
教
会
主
義
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
新
た
に
教
会
を
起
こ
す
に
至
っ
て
法

王
以
上
の
法
王
と
な
っ
た
。（
中
略
）
そ
し
て
余
の
知
る
範
囲
に
お
い
て
、
組
合
教
会
、
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
教
会
、
そ
の
他
す
べ

て
自
由
と
生
命
と
を
新
た
に
世
に
注つ

ぎ
込
み
し
教
会
は
、
熱
烈
な
る
無
教
会
主
義
を
も
っ
て
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
生
け
る

信
仰
が
硬
化
す
る
時
に
教
会
に
化
す
る
の
で
あ
る
。
教
会
は
信
仰
の
化
石
で
あ
る
）
34
（

。

神
が
教
会
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
い
う
の
は
誤
っ
た
理
解
で
あ
る
が
、
内
村
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
聖
霊
に
よ
っ
て
熱
く
さ
れ
た
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
実
存
的
信
仰
が
、
制
度
化
さ
れ
冷
却
さ
れ
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
を
失
う
と
き
に
静
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
よ

う
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
あ
り
方
を
極
度
に
嫌
う
。
常
に
信
仰
が
新
た
に
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
継
続
的
な
信
仰
の
刷
新
を

求
め
た
。
そ
し
て
無
教
会
主
義
が
そ
れ
を
担
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
内
村
に
お
い
て
は
、
無
教
会
は
単
な
る
教

会
の
否
定
で
は
な
く
、
本
来
あ
る
べ
き
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
た
め
の
有
益
な
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

c
．
無
教
会
主
義
の
固
定
化
の
拒
否

あ
ら
ゆ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
運
動
は
、
そ
の
内
容
を
正
確
に
継
承
し
た
と
き
で
さ
え
、
冷
た
く
固
定
さ
れ
て
ゆ
き
、
制
度
化
さ
れ
て
い

く
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
冷
た
き
「
正
統
主
義
」
を
次
世
代
に
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
敬
虔
主
義
を
引
き
起

こ
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
内
村
は
、
無
教
会
主
義
が
「
主
義
」
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
を
注
意
深
く
拒
否
し
て
い
る
。

無
教
会
は
進
ん
で
有
教
会
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
在
来
の
教
会
に
還か
え

る
べ
き
で
な
い
。
教
会
な
ら
ざ
る
教
会
と
な
る
べ

き
で
あ
る
。（
中
略
）
教
会
は
生
物
の
体か

ら
だ躯

と
ひ
と
し
く
、
永
久
に
こ
ぼ
し
て
永
久
に
築
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
教
会
も
ま
た



255 なぜ日本に教会が必要なのか？

生
物
と
等
し
く
、
そ
の
恐
る
る
と
こ
ろ
は
結
晶
で
あ
る
。
無
教
会
主
義
は
そ
の
一
面
に
お
い
て
は
、
結
晶
せ
る
教
会
の
破
壊
で

あ
る
。
他
の
一
面
に
お
い
て
は
、
生
け
る
教
会
の
建
設
で
あ
る
。
そ
う
し
て
無
教
会
が
結
晶
し
て
ま
た
い
わ
ゆ
る
教
会
と
な
る

時
に
は
、
無
教
会
主
義
を
も
っ
て
ま
た
こ
れ
を
こ
ぼ
つ
べ
き
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
王
国
は
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
発
達
す

る
）
35
（

。

内
村
の
い
う
無
教
会
主
義
と
は
、
常
に
可
能
性
と
し
て
の
み
存
在
す
る
教
会
を
仰
ぎ
見
る
、
イ
デ
ア
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
原
理
で
あ
る
。

2
．
内
村
鑑
三
は
徹
底
的
反
教
会
主
義
者
で
は
な
い

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
内
村
鑑
三
は
教
会
を
批
判
す
る
が
、
徹
底
的
な
反
教
会
主
義
者
で
は
な
い
。
内
村
が
否
定
し
た
の
は
、
静

的
に
な
っ
た
制
度
的
教
会
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
あ
っ
た
。
エ
ク
レ
シ
ア
（
エ
ク
レ
ー
ジ
ヤ
と
内
村

は
呼
ぶ
）
と
は
本
来
呼
び
出
さ
れ
た
神
の
民
の
集
ま
り
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
は
「
家
庭
に
類
し
た
る
兄
弟
的
団
体
」
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ

が
「
政
府
に
擬
し
た
る
教
会
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
）
36
（

。
し
か
し
本
来
エ
ク
レ
シ
ア
は
「
人
の
制
定
し
、
ま
た
は
支
配
し
、
ま
た

は
統
御
し
得
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
）
37
（

。

そ
し
て
内
村
は
「
エ
ク
レ
ー
ジ
ヤ
を
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
唱
え
ら
れ
し
『
わ
が
エ
ク
レ
ー
ジ
ヤ
』
と
し
て
と
ど
め
て
、
こ
れ
は
愛
す
べ
く

し
て
慕
う
べ
き
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
余
輩
は
か
か
る
エ
ク
レ
ー
ジ
ヤ
に
入
ら
ん
と
欲
す
る
。
さ
れ
ど
も
こ
の
世
の
教
会
に
属
せ
ん
と

し
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
内
村
は
、
キ
リ
ス
ト
の
集
ま
り
を
制
度
化
し
た
ロ
ー
マ
帝
国
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
を
中
心
と
し

て
そ
の
御
旨
を
成
さ
ん
と
欲
す
る
信
者
の
集
ま
り
を
求
め
る
。
彼
は
真
の
理
想
的
な
（
こ
の
世
界
に
は
存
在
し
な
い
）
神
の
民
の
集
ま
り
に

憬
れ
そ
れ
を
渇
き
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
内
村
は
、「
教
会
に
対
す
る
余
輩
の
態
度
」（
一
九
〇
六
年
一
二
月
）
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
教
会
に
対
す
る
肯
定
的
な
言
葉
を



256

語
っ
て
い
る
。

余
輩
は
自
身
無
教
会
信
者
な
り
。
さ
れ
ど
も
す
べ
て
の
教
会
に
対
し
て
深
き
尊
敬
を
有
す
。
新
教
諸
教
会
に
対
し
て
の
み
な
ら

ず
、
ギ
リ
シ
ャ
教
会
に
対
し
、
天
主
教
会
に
対
し
て
、
余
輩
は
深
い
誠
実
の
尊
敬
を
表
す
。

余
輩
は
余
輩
の
無
教
会
主
義
に
、
あ
る
真
理
の
存
す
る
を
知
る
。
ま
た
す
べ
て
の
教
会
に
、
あ
る
他
の
真
理
の
存
す
る
を
知

る
。
真
理
は
一
人
ま
た
は
一
団
体
の
専
有
し
得
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
余
輩
も
ま
た
余
輩
の
有
限
微
弱
な
る
を
知
る
が
ゆ
え

に
、
余
輩
の
信
仰
を
確
守
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
す
べ
て
他
の
信
仰
に
対
し
深
き
尊
敬
を
表
す
。

ゆ
え
に
余
輩
は
教
会
を
こ
ぼ
た
ん
と
せ
ず
。
能あ
た

う
べ
く
ん
ば
こ
れ
を
建
て
ん
と
欲
す
。
こ
れ
と
争
わ
ん
と
せ
ず
。
能
う
べ
く

ん
ば
こ
れ
と
協
力
せ
ん
と
欲
す
。
余
輩
は
余
輩
の
持
て
る
も
の
（
神
の
余
輩
に
賜
い
し
）
を
教
会
に
分
か
た
ん
と
欲
す
。
教
会

は
ま
た
そ
の
持
て
る
も
の
を
余
輩
に
分
か
つ
を
得
べ
し
。
わ
れ
ら
は
相
互
に
対
し
て
強し

い
て
敵
た
ら
ん
と
す
る
の
要
な
き
な

り
）
38
（

。

少
な
く
と
も
内
村
に
お
い
て
は
、
無
教
会
主
義
は
、
教
会
と
共
に
神
の
国
の
前
進
を
求
め
る
た
め
の
主
義
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。徹

底
的
個
人
主
義

し
か
し
な
が
ら
、
内
村
の
無
教
会
主
義
は
、
水
平
次
元
の
信
徒
相
互
の
交
わ
り
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
垂
直
次
元
の
神
と
人
と

の
個
人
的
な
関
係
を
非
常
に
強
調
し
た
個
人
主
義
で
あ
る
。
彼
は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
は
聖
化
さ
れ
た
る
個
人
主
義
」
で
あ
る
と
い

い
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
を
採
り
て
、
そ
の
自
由
を
受
く
る
と
同
時
に
教
会
の
利
益
に
あ
ず
か
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
、
不
可
能
を
願
う
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も
の
で
あ
る
」
と
い
う
）
39
（

。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
理
解
は
聖
霊
の
強
調
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

よ
く
考
え
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
キ
リ
ス
ト
教
を
千
九
百
年
の
長
き
間
こ
の
世
界
に
維
持
し
て
来
た
り
ま
し
た
の
は
決
し
て
人
で

も
な
け
れ
ば
ま
た
教
会
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
神
の
聖
霊
が
信
者
の
心
の
中
に
強
く
働
き
ま
せ
ん
で
し
た
な
ら
ば
、
キ
リ
ス

ト
教
は
疾と

く
の
昔
に
消
え
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
信
者
の
信
仰
な
る
も
の
は
説
教
や
儀
式

ぐ
ら
い
の
力
で
つ
な
げ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
の
聖
霊
大
い
に
わ
れ
ら
の
心
に
く
だ
り
、
悪
魔
の
万
軍
は
立
ち
て
わ
れ

ら
を
砕
か
ん
と
す
る
も
、
わ
れ
ら
を
し
て
キ
リ
ス
ト
の
愛
よ
り
離
れ
ざ
ら
し
め
た
も
う
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
ら
は
今
日
ま
で
信
仰

を
維
持
し
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
教
会
を
も
っ
て
信
仰
維
持
の
必
要
具
と
見
な
す
人
は
、
神
の
聖
霊
の
能ち
か
ら力

を
軽
し
む
る
人
で
あ
る
と
想
い
ま
す
。

（
中
略
）
こ
う
言
う
て
、
私
は
な
に
も
教
会
の
用
を
認
め
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
は
類
を
も
っ
て
相
集
ま
る
者
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
同
一
の
主
義
と
信
仰
と
を
い
だ
く
者
は
自
然
と
相
集
ま
っ
て
団
体
を
作
る
者
で
あ
り
ま
す
。
教
会
は
「
成
る
」

も
の
で
あ
り
ま
し
て
、「
作
る
」
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
中
略
）
教
会
は
信
仰
を
養
う
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
仰
を
表
白
す
る
所
、
こ
れ
を
他
人
に
分
か
つ
所
で
あ
り
ま
す
。

（
中
略
）
何
ゆ
え
に
多
く
の
教
会
に
お
い
て
不
平
が
多
く
あ
り
ま
す
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
会
員
た
る
も
の
が
み
な
餓
鬼
童
の
よ

う
に
、
た
だ
お
の
れ
養
わ
れ
ん
と
欲
し
て
の
み
、
そ
こ
に
集
う
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
中
略
）
独
立
は
信
徒
の
唯
一
の
試
験
石
で
あ
り
ま
す
。
独
立
心
の
な
き
者
に
は
信
仰
は
な
い
も
の
と
見
て
間
違
い
は
あ
り

ま
せ
ん
）
40
（

。

内
村
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
を
支
え
る
の
は
教
会
で
は
な
く
聖
霊
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
信
徒
は
独
立
し
た
信
仰
を
持
ち
、
そ
れ
を
人
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に
分
か
ち
合
う
べ
く
、
自
然
に
成
る
と
こ
ろ
の
教
会
に
お
い
て
集
ま
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
個
人
主
義
的
に
な
る
潜
在
的
傾
向
が
あ
る
。
内
村
は
そ
れ
を
極
限
に
ま
で
持
っ
て
行
っ
た
。
彼
は

教
会
を
完
全
に
否
定
せ
ず
、
キ
リ
ス
ト
者
の
集
ま
り
を
エ
ク
レ
ー
ジ
ア
と
し
て
歓
迎
す
る
が
、
そ
れ
は
独
立
し
た
強
い
信
仰
者
の
集
ま
り
を

意
味
し
て
い
る
。

内
村
は
、
無
教
会
主
義
を
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
た
め
に
、
ま
た
教
会
を
助
け
る
主
義
と
考
え
た
が
、
弟
子
の
塚
本
虎
二
は
教
会
の

存
在
自
体
を
否
定
し
、
更
に
一
層
個
人
主
義
的
に
な
る
。
ま
た
塚
本
は
社
会
問
題
か
ら
も
離
れ
、
私
的
内
面
的
な
信
仰
の
事
柄
へ
と
向
っ
て

い
く
。
か
く
し
て
無
教
会
は
一
層
個
人
主
義
的
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

B
．
預
言
者
的
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
の
無
教
会
主
義

塚
本
的
な
私
的
な
無
教
会
主
義
は
わ
れ
わ
れ
の
関
心
事
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
る
の
は
、
日
本
に
対
す
る
預
言
者
的
な
声
を
上

げ
た
無
教
会
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
典
型
的
に
内
村
鑑
三
の
非
戦
論
、
ま
た
矢
内
原
忠
雄
の
日
本
の
軍
国
主
義
批
判
に
見
ら
れ
る
。

内
村
鑑
三
は
、
日
清
戦
争
を
支
持
し
て
い
た
。
彼
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
役
割
を
考
え
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
唯
一
西
洋
化
さ
れ
た
日

本
が
、
旧
き
ア
ジ
ア
の
代
表
で
あ
る
清
か
ら
、
ア
ジ
ア
を
開
放
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
戦
争
の
悲
惨
さ
に
触
れ
、
ま
た
一
つ
の
戦
争
が
別
の
戦
争
を
導
く
と
い
う
負
の
連
鎖
に
気
付
き
、
彼
は
非
戦
論
者
と
な

る
。
そ
し
て
日
露
戦
争
に
は
明
確
に
反
対
の
立
場
を
唱
え
る
。
国
中
が
戦
争
と
唱
え
る
中
、（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
彼
か
ら
消
え
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
が
）
非
戦
論
を
唱
え
た
。

矢
内
原
忠
雄
は
、「
日
本
精
神
の
回
顧
的
と
前
進
的
」（
一
九
三
三
年
）、
お
よ
び
講
演
「
神
の
国
」（
一
九
三
七
年
）
で
明
確
に
日
本
の
軍

国
主
義
を
批
判
し
た
。
日
本
中
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
渦
の
中
に
あ
っ
た
時
期
に
、
日
本
の
教
会
は
明
確
な
預
言
者
的
批
判
の
声
を
上
げ
ら
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れ
な
か
っ
た
。
教
会
は
今
日
で
も
そ
の
こ
と
を
悔
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
無
教
会
主
義
者
た
ち
は
い
か
に
し
て
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

批
判
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
は
教
会
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
の
預
言
者
的
識
別
力
お
よ
び
生
き
方
の
中
に
二
つ
の
理
由
を
見
る
。

1
．
三
重
の
独
立

一
つ
は
、
彼
ら
が
日
本
を
批
判
的
に
見
る
た
め
の
独
立
し
た
足
場
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
村
に
は
三
重
の
独
立
が
あ
っ

た
。
彼
に
限
ら
ず
、
当
時
の
日
本
人
指
導
者
に
と
っ
て
独
立
は
共
通
し
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
内
村
の
場
合
は
徹
底
し
て
い
た
。
彼
の
宣

教
師
嫌
い
は
有
名
で
あ
り
、
日
本
の
教
会
が
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
彼
は
外
国
ミ
ッ
シ
ョ

ン
か
ら
の
独
立
を
主
張
し
て
い
た
。

ま
た
彼
は
、
当
時
の
多
く
の
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
と
同
様
に
愛
国
主
義
者
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
日
本
に
捨
て
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
不
敬
事
件
（
一
八
九
一
年
）
に
お
い
て
内
村
は
初
め
て
日
本
か
ら
根
本
的
に
否
定
さ
れ
る
経
験
を
持
っ
た
。
彼
は
そ
の
後

も
な
お
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
愛
を
も
っ
て
日
本
を
愛
す
る
。
彼
は
不
敬
事
件
で
職
を
失
い
、
病
を
得
、
妻
も
病
の
ゆ
え
に
失
い
、
六
年
間
日

本
を
放
浪
す
る
。
慰
め
合
っ
た
の
は
、
日
本
の
花
嫁
事
件
の
田
村
直
臣
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
内
村
は
こ
れ
を
通
し
て
日
本
を
距
離

を
お
い
て
見
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

更
に
内
村
は
、
無
教
会
主
義
に
よ
っ
て
教
会
か
ら
独
立
し
て
い
た
。
内
村
は
教
会
が
日
本
と
一
つ
と
な
り
、
こ
の
世
の
方
法
で
物
事
を
進

め
よ
う
と
し
て
お
り
、
戦
争
を
支
持
し
て
い
る
姿
を
批
判
す
る
。
彼
は
、
教
会
以
上
に
日
本
か
ら
距
離
を
お
き
、
日
本
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

教
会
は
幾
た
び
か
私
を
使
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
い
ま
だ
か
つ
て
一
回
も
私
を
助
け
て
く
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
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信
じ
ま
す
、
た
と
え
私
が
、
キ
リ
ス
ト
の
聖み

な名
の
ゆ
え
を
も
っ
て
、
私
の
国
人
に
十
字
架
に
挙
げ
ら
る
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
と

も
、
教
会
は
そ
の
指
一
本
を
挙
げ
て
私
を
助
け
よ
う
と
は
し
な
い
こ
と
を
。
教
会
は
常
に
こ
の
世
と
主
義
方
針
を
共
に
し
ま

す
。
こ
の
世
が
戦
争
を
唱
え
ま
す
時
に
は
熱
心
に
戦
争
を
唱
え
ま
す
。
こ
の
世
の
世
論
は
常
に
教
会
の
世
論
で
あ
り
ま
す
。
教

会
は
こ
の
世
の
政
治
家
、
実
業
家
、
学
者
ら
の
名
を
借
り
て
そ
の
事
業
を
な
さ
ん
と
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
て
私
は
イ
エ
ス
の

弟で

し子
と
し
て
、
教
会
と
歩
調
を
共
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）
41
（

。

日
本
の
教
会
は
、
決
し
て
国
教
会
に
な
っ
た
こ
と
は
な
く
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
に
な
っ
た
こ
と
も
な
い
。
常
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
教
会
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
宣
教
師
や
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
教
派
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
宣

教
師
た
ち
は
、
日
本
の
教
会
に
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
移
植
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
も
エ
ス

タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
に
対
す
る
憧
れ
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
内
村
は
、
そ
の
無
教
会
主
義
に
よ
っ
て
日
本
の
教
会
の
「
世
的
」

性
質
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
の
多
く
は
今
日
で
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
の
独
立
、（
不
完
全
で
は
あ
る
が
）
日
本
か
ら
の
独
立
、
そ
し
て
（
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
、
ま
た
日
本

と
強
く
結
び
付
い
た
）
教
会
か
ら
の
独
立
が
内
村
の
預
言
者
的
声
を
可
能
た
ら
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

2
．
苦
難

無
教
会
キ
リ
ス
ト
者
が
預
言
者
的
声
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
彼
ら
に
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
明
確
な
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
た
め
の
苦
難
の
覚
悟
と
い
っ
て
も
良
い
。
こ
れ
は
単
な
る
知
的
理
解
と
し
て
の
キ
リ

ス
ト
教
や
感
情
的
な
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
彼
の
魂
を
貫
い
て
い
た
の
で
あ
る
）
42
（

。

『
キ
リ
ス
ト
者
の
慰
め
』
以
外
に
も
内
村
は
二
九
の
エ
ッ
セ
イ
を
、
苦
難
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
無
教
会
に
つ
い
て
書
か
れ
た
の
が
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二
八
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
で
あ
る
。
苦
難
は
内
村
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
一
部
で
あ
っ
た
。

苦
難
に
は
、
信
仰
の
ゆ
え
の
も
の
も
あ
る
が
そ
れ
と
は
関
係
な
く
直
面
す
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
正
し
く
解
釈
さ
れ
る
と
き
に
、
苦
難

は
わ
れ
わ
れ
を
神
に
近
づ
け
る
。

内
村
の
人
生
に
は
苦
難
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
二
番
目
の
妻
は
不
敬
事
件
の
中
で
亡
く
し
た
。
妻
静
子
と
は
生
涯
に
三
度
餓
死
を
決
心

し
た
と
い
う
。
ま
た
娘
ル
ツ
子
は
一
七
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
ル
ツ
子
の
死
後
ま
も
な
く
の
北
海
道
で
の
講
演
で
、
教
会
で
も
そ
れ
以

外
の
団
体
で
も
、
誰
か
が
亡
く
な
る
ま
で
本
当
の
仕
事
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
語
っ
て
い
る
。
今
ま
で
は
自
分
の
仕
事
へ
の
ア
ン
ビ

シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
が
、
ル
ツ
子
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
れ
が
消
え
た
と
い
う
。

内
村
は
、
キ
リ
ス
ト
者
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
艱
難
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
の
こ
の
世
に
お
け
る
生
涯
は
、
不
遇
、
艱
難
、
迫
害
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
世
は
彼
を
置
く
に
堪
え
な
か
っ
た
。
ゆ
え

に
彼
を
し
り
ぞ
け
、
苦
し
め
、
し
か
し
て
つ
い
に
彼
を
殺
し
た
。
し
か
し
て
か
く
の
ご
と
く
に
キ
リ
ス
ト
を
扱
い
し
世
は
今
な

お
依
然
と
し
て
旧も
と

の
世
で
あ
る
。（
中
略
）
世
が
世
で
あ
る
間
は
、
人
の
子
は
ま
く
ら
す
る
所
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
て

す
べ
て
彼
の
真
正
の
弟
子
は
彼
と
同
じ
く
、
不
遇
、
窮
乏
、
艱
苦
の
生
涯
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か

る
に
見
よ
、
い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
国
に
あ
り
て
は
、
皇
帝
が
キ
リ
ス
ト
の
御
父
な
る
真
の
神
の
聖み

な名
に
よ
り
て
そ
の
位
に
即つ

く
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
キ
リ
ス
ト
教
会
の
監
督
は
帝
王
の
宮
殿
に
ひ
と
し
き
監
督
館
に
住
し
て
、
信
徒
の
上
に
教
権
を
ふ
る

う
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
ま
く
ら
す
る
と
こ
ろ
な
き
こ
の
世
に
あ
り
て
、
彼
の
弟
子
を
も
っ
て
自
ら
任
ず
る
も
の
が
冠
を
い

た
だ
き
錦
を
ま
と
う
の
で
あ
る
）
43
（

。

こ
の
預
言
者
の
声
を
、「
文
化
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
」
タ
イ
プ
な
ど
と
し
て
、
単
に
一
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
方
と
し
て
相
対
化
す
る
こ
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と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
悔
い
改
め
を
迫
る
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。

矢
内
原
は
、
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
と
き
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
化
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
、
日
本
人
キ
リ
ス

ト
者
に
は
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
独
特
の
苦
し
み
が
あ
る
と
語
っ
た
。
他
の
国
の
キ
リ
ス
ト
者
と
は
異
な
る
日
本
人
と
し
て
こ
の
国
に
キ
リ

ス
ト
者
と
し
て
生
き
る
が
ゆ
え
に
担
う
べ
き
艱
難
を
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
は
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
解
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

一
九
三
七
年
に
東
京
帝
国
大
学
の
職
を
解
か
れ
る
の
で
あ
る
。

実
は
こ
の
艱
難
理
解
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
宣
教
師
や
キ
リ
シ
タ
ン
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ

ン
ト
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
持
つ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
お
よ
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
会
に
は
希
薄
な
要
素
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
教
会
に
こ
の
よ
う
な
理
解
が
ど
こ
ま
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
西
洋
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
「
立
派
」
で
「
由
緒

正
し
い
」
キ
リ
ス
ト
教
に
憧
憬
を
持
つ
教
会
に
こ
の
よ
う
な
理
解
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
、

迫
害
の
中
、
ほ
と
ん
ど
殉
教
者
を
出
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
教
会
の
「
苦
難
」
の
理
解
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

預
言
者
は
荒
野
に
立
つ
。
そ
し
て
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
如
く
語
る
も
の
は
、
彼
の
如
く
最
期
を
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
彼
ら
は
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
独
立
し
た
足
場
と
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
を

批
判
的
に
神
学
の
対
象
と
す
る
際
の
（
必
要
十
分
条
件
で
は
な
い
が
）
必
要
条
件
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

C
．
無
教
会
の
教
会
理
解
の
評
価

そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
、「
日
本
に
教
会
が
必
要
で
あ
る
か
」
と
い
う
議
論
に
お
い
て
、
無
教
会
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
無
教
会
の
非
妥
協
的
要
素
を
高
く
評
価
し
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
原
理
あ
る
い
は
継
続
す
る
宗
教
改
革
と
い
う
信
仰
の
刷
新
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は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
日
本
に
対
し
て
預
言
者
的
に
語
っ
て
い
く
た
め
の
苦
難
の
理
解
と
、
独
立
し
た
足
場
を

彼
ら
の
何
人
か
が
持
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
極
端
な
個
人
主
義
は
、
実
存
主
義
と
の
整
合
性
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
聖
書
か
ら
も
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統

か
ら
も
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
内
村
は
教
会
を
完
全
に
否
定
し
な
か
っ
た
が
、
彼
の
信
仰
は
極
端
に
個
人
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
彼
は
強
く
、
ま
た
独
立
し
た
理
想
主
義
者
で
あ
っ
た
。
彼
の
渇
望
す
る
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
の
如
く
存
在
す
る
エ
ク
レ
シ
ア
は
未
だ
成

ら
ぬ
終
末
的
教
会
で
あ
る
。
近
代
の
終
末
理
解
は
「
既
に
」
と
「
未
だ
」
の
間
を
行
き
来
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、「
未
だ
」
の
立
場

に
立
つ
人
た
ち
も
こ
の
よ
う
に
教
会
を
否
定
し
た
者
は
い
な
い
。
ま
し
て
や
、
内
村
の
理
解
に
は
、
不
完
全
で
は
あ
る
が
「
既
に
」
実
現
し

始
め
た
神
の
国
と
し
て
の
教
会
と
い
う
理
解
は
皆
無
で
あ
る
。

内
村
は
い
と
も
簡
単
に
キ
リ
ス
ト
教
会
の
伝
統
を
退
け
、
ま
た
初
代
教
会
の
あ
り
か
た
す
ら
も
簡
単
に
通
り
過
ご
し
、
新
約
聖
書
の
内
村

流
の
理
解
に
基
づ
い
た
内
村
独
特
の
キ
リ
ス
ト
教
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
小
原
信
に
よ
る
と
、
今
日
の
無
教
会
主
義
者
は
、
知
的
で
気

難
し
い
人
の
集
ま
り
と
な
っ
て
し
ま
い
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
そ
こ
に
違
和
感
を
感
じ
る
よ
う
な
場
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
個
人

主
義
と
エ
リ
ー
ト
主
義
で
あ
る
と
い
う
。

内
村
は
、
教
会
が
、
皆
受
け
養
わ
れ
る
こ
と
の
み
を
求
め
る
餓
鬼
童
の
集
ま
り
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
独
立
し
、
成
長

す
る
よ
う
に
と
勧
告
す
る
。
確
か
に
日
本
の
よ
う
な
集
団
的
傾
向
の
強
い
国
に
お
い
て
は
特
に
、
神
の
前
に
一
人
立
つ
勇
気
が
、
そ
し
て

個
の
確
立
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
木
英
夫
教
授
が
提
案
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
越
え
て
新
し
い
共
同
体
（
教

会
）
の
一
部
に
な
っ
て
い
く
勇
気
が
ま
た
必
要
な
の
で
あ
る
。

更
に
、
新
約
聖
書
は
、
信
仰
の
弱
い
人
を
受
け
入
れ
よ
、
と
い
う
（
ロ
マ
一
四
・
一
、
一
五
・
一
）。
新
約
聖
書
の
規
範
は
、
理
想
主
義

的
個
人
主
義
や
、
独
立
し
た
強
靭
な
個
人
の
集
ま
り
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
に
従
お
う
と
す
る
信
仰
者
の
集
ま
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
強
い

人
も
い
れ
ば
弱
い
人
も
い
る
。
そ
れ
が
愛
の
帯
で
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
教
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
御
言
葉
の
上
に
、
赦
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す
こ
と
と
赦
さ
れ
る
こ
と
を
、
支
え
る
こ
と
と
支
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
聖
く
あ
る
こ
と
を
、
平
和
を
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
を
学
ん
で
い
く

の
で
あ
る
。
そ
し
て
宣
教
し
、
人
々
を
招
き
、
世
に
関
わ
り
、
提
言
を
し
、
ま
た
代
替
案
を
実
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
原
理
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
実
体
を
必
要
と
す
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
）。
無
教
会
主
義
は
優
れ
た
チ
ェ
ッ
ク
機
能
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
O
S（
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
）
と
は
な
り
得
な
い
。
無
教
会
主
義
は
む
し
ろ
教
会
内
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
と
し
て

機
能
す
べ
き
で
あ
る
。

預
言
者
は
荒
野
に
立
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
預
言
者
は
、
王
に
、
ま
た
神
の
民
に
語
り
、
神
の
民
が
そ
の
言
葉
を
判
断
し
記
憶
し
保
持
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
預
言
者
は
、
神
の
民
か
ら
離
れ
て
は
存
在
価
値
を
失
う
。

更
に
、
現
在
と
い
う
中
間
時
の
預
言
者
は
、
教
会
か
ら
離
れ
た
個
人
で
は
な
い
。
教
会
が
世
に
対
す
る
預
言
者
と
し
て
ま
た
祭
司
と
し

て
、
神
の
民
の
足
場
と
成
る
べ
き
で
あ
る
。
教
会
が
、
こ
の
世
と
神
の
国
の
境
界
線
上
に
立
つ
こ
と
を
志
す
と
き
に
、
日
本
を
対
象
と
し
て

批
判
し
、
ま
た
祭
司
と
し
て
日
本
の
た
め
に
執
り
成
し
、
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

注

（
1
） 

本
稿
は
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
組
織
神
学
研
究
セ
ン
タ
ー
連
続
講
演
会
「
な
ぜ
日
本
に
神
学
が
必
要
な
の
か
」
の
中
で
二
〇
〇
八
年
七
月

二
九
日
に
発
表
し
た
原
稿
を
も
と
に
し
て
い
る
。

（
2
） 

大
木
英
夫
、
古
屋
安
雄
、『
日
本
の
神
学
』、（
東
京
・
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
九
年
）。

（
3
） 

深
井
智
朗
、「
な
ぜ
日
本
に
組
織
神
学
が
必
要
な
の
か
」、（
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
連
続
講
演
会
、
二
〇
〇
八
年
五
月
二
〇
日
）、p

. 6
. 『

聖
学
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院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
四
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
の
同
名
の
論
文
を
参
照
。

（
4
） 
D
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
、『
教
会
の
本
質
』、 

森
野
善
右
衛
門
訳
、（
東
京
・
新
教
出
版
社
、
一
九
七
六
年
）、p

. 1
8
.

（
5
） L

ex ora
n

d
i est lex cred

en
d
i et a

gen
d
i.

﹇T
h

e
 ru

le
 o

f p
ray

e
r is th

e
 ru

le
 o

f b
e
lie

f an
d

 o
f actio

n

﹈.

（
6
） 

エ
ペ
ソ
書
一
・
一
〇
、
四
・
四
―
六
、
コ
ロ
サ
イ
書
一
・
二
〇
。

（
7
） “H

a
bere ia

m
 n

on
 p

otest D
eu

m
 p

a
trem

 q
u

i ecclesia
m

 n
on

 h
a

bet m
a

trem
. ”  

カ
ル
タ
ゴ
の
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
。
ア
リ
ス
タ
ー
・
E
・
マ
ク
グ
ラ

ス
編
、『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
資
料
集
〈
下
〉』、
東
京
・
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
二
〇
〇
七
年
）、p

. 2
2
1
.

（
8
） 「
神
の
存
在
の
証
明
と
は
、
も
と
も
と
、
神
が
存
在
す
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
ろ
う
。
だ
が
ど
う
も
、
信
者
た
ち
自

身
、
証
拠
に
よ
っ
て
信
仰
に
達
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
証
拠
を
並
べ
、
そ
の
『
信
仰
』
を
知
性
に
よ
っ
て
分
析
し
、
基
礎
づ
け
よ
う
と
し

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
」。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、『
反
哲
学
的
断
章
』（
東
京
・
青
土
社
、
一
九
九
九
年
）、p

. 2
3
0
.

（
9
） L

e
o

n
 M

o
rris, T

h
e G

osp
el A

ccord
in

g to Joh
n

,

（G
ran

d
 R

ap
id

s: W
m

. B
. E

e
rd

m
an

s P
u

b
lish

in
g

 C
o

., 1
9
7
1

）, p
. 1

2
7
.  

新
約
聖
書
で
一
八
五

回
出
て
く
る
が
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
（
七
八
回
）、
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
（
二
四
回
）、
黙
示
録
（
三
回
）。
パ
ウ
ロ
書
簡
で
四
七
回
。
共
観
福
音
書
で
は

マ
タ
イ
（
八
回
）、
マ
ル
コ
と
ル
カ
は
各
三
回
）。

（
10
） 

Cf. 

大
木
英
夫
、『
終
末
論
的
考
察
』、（
東
京
・
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
）、p

p
. 5

―2
6
.

（
11
） 

内
村
鑑
三
は
宗
教
改
革
を
徹
底
さ
せ
る
と
教
会
の
解
体
に
向
か
い
「
一
人
一
教
会
主
義
」
と
な
る
と
い
う
。
内
村
鑑
三
『
内
村
鑑
三
信
仰
著
作

集
18
』（
東
京
・
教
文
館
、
一
九
八
八
年
）、p

. 3
6
.

（
12
） 

例
え
ば
、
神（
主
）の
民
の
集
ま
り
と
し
てq

a
h
a

l-Y
a

h
w

eh
/ek

k
lesia

 k
u

riou
 

と
記
さ
れ
る
。
ま
たed

a
h

（
契
約
の
民
）
はsu

n
a

goge

と
訳
さ

れ
て
い
る
。
Cf. 

モ
ー
セ
の
指
導
の
下
、
シ
ナ
イ
山
に
集
ま
っ
た
神
の
民
（
申
命
記
九
・
一
〇
、
一
〇
・
四
、
一
八
・
一
六
、
三
一
・
三
〇
）。

K
e
vin

 G
ile

s, W
h
a

t on
 E

a
rth

 is th
e C

h
u

rch
?

（L
o

n
d

o
n

: S
P

C
K

, 1
9
9
5

）, p
. 2

3
0

ff.

（
13
） 

大
木
、
古
屋
『
日
本
の
神
学
』、p

. 1
9
.

（
14
） Ib

id
., p

. 2
6
9
.

（
15
） C
f. Jo

h
n

 H
o

w
ard

 Y
o

d
e
r, T

h
e O

rigin
a

l R
evolu

tion
: E

ssa
ys on

 C
h
ristia

n
 P

a
cifi

sm
,

（S
co

ttd
ale

, P
a: H

e
rald

 P
re

s, 1
9
7
1

）.

（
16
） 

経
済
的
に
豊
か
な
教
会
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
や
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
を
誇
ら
し
げ
に
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
貧
し
い

教
会
は
似
た
よ
う
な
音
の
出
る
電
子
楽
器
を
使
い
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
カ
ー
を
窓
に
貼
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
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（
17
） M

artin
 L

u
th

e
r, “O

n
 th

e
 C

o
u

n
cils an

d
 th

e
 C

h
u

rch
”

（1
5
3
9

）, L
u

th
er ’s W

ork
s, vo

l. 4
1
, C

h
u

rch
 a

n
d
 M

in
istry III, e

d
. E

ric W
. G

itsch
,

（P
h

ilad
e
lp

h
ia: F

o
rtre

ss P
re

ss, 1
9
6
6

）, p
. 1

4
8

ff.

（
18
） M

artin
 L

u
th

e
r, “

L
itu

rg
y
 an

d
 H

y
m

n
s, ” L

u
th

er ’s W
ork

s, vo
l. 5

3
, e

d
. U

lrich
 S

. L
e
u

p
o

ld
,

（P
h

ilad
e
lp

h
ia: F

o
rtre

ss P
re

ss. 1
9
6
5

）, p
. 6

4
.

（
19
） 

し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
の
ロ
ー
マ
教
会
へ
の
批
判
は
、
ロ
ー
マ
教
会
が
制
度
と
し
て
の
本
来
の
職
務
を
果
た
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
20
） 「
神
の
御
言
葉
が
真
摯
に
宣
べ
伝
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
聴
聞
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
ま
た
、
聖
礼
典
が
キ
リ
ス
ト
の
制
定
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る

と
わ
れ
わ
れ
が
見
る
と
こ
ろ
な
ら
ば
、
い
ず
こ
で
あ
ろ
う
と
、
神
の
教
会
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
も
疑
え
な
い
の
で
あ
る
」。
カ
ル

ヴ
ァ
ン
、『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
Ⅳ
／
1
』
渡
辺
信
夫
訳
、（
東
京
・
新
教
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）、p

. 3
0
.

「
御
言
葉
の
純
粋
な
説
教
は
、
何
世
紀

も
の
間
消
え
失
せ
て
い
た
の
で
あ
る
」Ib

id
., p

. 3
2
.

（
21
） Ib

id
., p

. 4
0
.

（
22
） Ib

id
., p

p
. 2

8

―3
0
.

（
23
） Ib

id
., p

. 1
7
.

「
わ
れ
わ
れ
の
愚
昧
と
わ
れ
わ
れ
の
怠
惰
（
そ
の
上
さ
ら
に
、
わ
た
し
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
虚
妄
を
も
付
け
加
え
る
）
は
、
わ

れ
わ
れ
の
う
ち
に
信
仰
が
生
ま
れ
、
か
つ
成
長
し
、
次
第
に
前
進
し
て
目
標
に
達
す
る
た
め
に
は
、
外
部
か
ら
の
支
え
を
必
要
と
す
る
の
で
、

神
は
わ
れ
わ
れ
の
弱
さ
に
対
す
る
処
置
を
講
じ
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
支
え
を
付
け
加
え
た
も
う
た
の
で
あ
る
」。

（
24
） 

エ
ー
ミ
ル
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
、『
教
義
学
Ⅲ
・
上
』、
ブ
ル
ン
ナ
ー
著
作
集
4
、
近
藤
勝
彦
、
大
村
修
文
訳
、（
東
京
・
教
文
館
、
一
九
九
八
年
）、

p
. 3

7
ff.

（
25
） 

こ
れ
は
後
に
見
る
無
教
会
の
終
末
的
な
見
え
な
い
教
会
へ
の
追
慕
と
制
度
的
教
会
の
批
判
と
い
う
こ
と
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

（
26
） 

ブ
ル
ン
ナ
ー
、『
教
義
学
Ⅲ
・
上
』、p

. 3
9
.

（
27
） 「
し
か
し
、
わ
た
し
が
神
の
霊
で
悪
霊
を
追
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
の
国
は
あ
な
た
た
ち
の
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
の
だ
」（
マ
タ
イ

一
二
・
二
八
）。「
子
供
た
ち
よ
、
終
わ
り
の
時
が
来
て
い
ま
す
。
反
キ
リ
ス
ト
が
来
る
と
、
あ
な
た
が
た
が
か
ね
て
聞
い
て
い
た
と
お
り
、
今

や
多
く
の
反
キ
リ
ス
ト
が
現
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
終
わ
り
の
時
が
来
て
い
る
と
分
か
り
ま
す
」（
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
二
・
一
八
）。

（
28
） V
e
li-M

atti K
ark

k
ain

e
n

, A
n

 In
trod

u
ction

 to E
cclesiology: E

cu
m

en
ica

l, h
istorica

l &
 G

loba
l P

ersp
ectives,

（In
te

rV
arsity

 P
re

ss, 2
0
0
2

）, 
p

. 1
6
7

ff. “N
o

n
-C

h
u

rch
 M

o
ve

m
e
n

t in
 A

sia. ”

（
29
） 

竹
森
満
佐
一
、「
キ
リ
ス
ト
の
身
體
な
る
教
會
」、
教
會
と
無
教
會
Ⅱ
、『
基
督
教
文
化
』、N

o
. 4

0
,

（1
9
4
9
.1

0

）, p
. 4

2
ff. 

一
九
三
四
年
に
、
塚
本
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虎
二
は
信
仰
を
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
と
し
、
社
会
問
題
を
語
ら
ず
、
神
と
の
個
人
的
な
関
係
の
み
に
集
中
す
る
と
公
表
す
る
。

（
30
） 
内
村
鑑
三
は
、
人
に
頼
ま
れ
た
時
に
洗
礼
を
授
け
て
い
る
。
ま
た
娘
の
死
が
近
付
い
た
時
洗
礼
を
授
け
て
い
る
。
彼
は
た
だ
教
会
を
否
定
す
る

単
な
る
反
教
会
主
義
者
で
は
な
い
。

（
31
） 

内
村
『
著
作
集
18
』、p

. 3
4
.

（
32
） Ib

id
., p

. 1
2
4
.

（
33
） Ib

id
., p

. 2
5
0
.

（
34
） Ib

id
., p

p
. 8

8

―8
9
.

（
35
） Ib

id
., p

. 1
0
2
.

（
36
） Ib

id
., p

. 1
6
.

（
37
） Ib

id
., p

. 1
7
.

（
38
） Ib

id
., p

. 1
1
3
.

（
39
） Ib

id
., p

p
. 3

4̶
5
.

（
40
） Ib

id
., p

p
. 2

6

―2
8
.

（
40
） Ib

id
., p

. 1
0
6
.

（
42
） 

こ
れ
は
所
謂
「
卒
業
信
者
」
と
対
照
的
な
信
仰
の
あ
り
方
で
あ
る
。

（
43
） 

内
村
『
著
作
集
18
』、p
p

. 1
5
4

―1
5
5
.
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