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231 ベック「ハルナックの講義『キリスト教の本質』批判」

レ
オ
・
ベ
ッ
ク
「
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
批
判
（
一
九
〇
一
）」

津
田　

謙
治　

訳

《
解　
説
》

本
稿
は
、
レ
オ
・
ベ
ッ
ク
が
一
九
〇
一
年
に
『
ユ
ダ
ヤ
史
と
ユ
ダ
ヤ
学
』
と
い
う
学
術
誌
上
で
発
表
し
た
論
文
を
翻
訳
し

た
も
の
で
あ
る
（B

äck, Leo, “H
arnack ’sVorlesungenüber das W

esen des C
hristenthum

s, ” in: M
onatsschriftfür 

G
eschichte und W

issenschaft des Judenthum
s, B

reslau, 1901, S.97

―120.

）。
ベ
ッ
ク
は
一
八
七
三
年
五
月
二
十
三
日

に
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
。
ブ
レ
ス
ラ
ウ
で
学
ん
だ
後
、
二
十
二
歳
の
時
に
ベ
ル
リ
ン
で
ス
ピ
ノ
ザ
に
関
す
る
博
士
論
文
を

書
い
た
。
二
十
四
歳
の
時
か
ら
十
年
間
、
彼
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
ポ
ー
レ
で
ラ
ビ
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
本
稿
は
そ
の
時
に

執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
教
義
史
の
大
家
と
な
っ
て
い
た
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
著
し
た
『
キ
リ
ス
ト
教
の

本
質
』（
一
八
九
〇
）
に
対
し
て
果
敢
に
論
戦
を
挑
ん
だ
ベ
ッ
ク
は
、
当
時
ま
だ
二
十
八
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
を

不
当
に
低
く
見
積
も
る
風
潮
に
対
し
て
感
情
的
な
記
述
も
散
見
さ
れ
る
が
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
や
ラ
ビ
な
ど
に
関
す
る
イ
エ
ス
時

代
の
分
析
は
、
当
時
の
教
義
史
家
た
ち
に
欠
け
て
い
た
視
点
を
浮
き
彫
り
に
し
、
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
本
訳
稿
を
通

じ
て
、
ベ
ッ
ク
と
近
代
ユ
ダ
ヤ
学
の
一
端
に
光
が
投
げ
掛
け
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
。
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ア
ド
ル
フ
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
書
物
）
1
（

は
、
多
く
の
学
識
を
所
有
し
、
そ
の
学
識
に
尊
敬
の
念
を
抱
く
こ
と
の
出
来
る
す
べ
て
の
者
に
よ
っ

て
、
敬
意
を
も
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
尊
敬
の
念
は
、
無
意
識
に
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
最
初
の
批
判
と
も
な
る

で
あ
ろ
う
。
特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
な
基
盤
と
宗
教
的
な
内
実
に
関
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
本
で
あ
れ
ば
、
尚
更
で
あ
る
。
既
に

こ
う
し
た
主
題
を
も
つ
こ
の
本
の
影
響
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
感
情
が
強
い
ら
れ
て
い
る
。

特
異
性
過
敏
体
質
〔A

topie
〕、
即
ち
〔
書
物
の
〕
題
名
と
中
身
と
の
間
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
、
そ
の
よ
う
に
躊
躇
す
る

こ
と
が
、
こ
の
講
義
の
中
や
、
非
常
に
広
い
範
囲
で
も
繰
り
返
し
強
制
さ
れ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
極
め
て
恣
意
的
な
構
想
と
方
法
論

的
説
明
が
、
互
い
に
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。
純
粋
に
弁
証
論
的
な
特
色
を
も
っ
た
著
作
が
、
純
粋
な
歴
史
を
呈
示
す
る
要
求
を
掲
げ
て
我
々

の
前
へ
と
歩
み
寄
っ
て
い
る
。
確
か
に
、〔
こ
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
書
で
は
〕
弁
証
論
的
な
傾
向
は
明
白
に
拒
絶
さ
れ
、
歴
史
的
な
特
性
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
第
一
講
義
で
述
べ
ら
れ
た
序
言
は
、
は
っ
き
り
と
次
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
。
――
た
だ

歴
史
的
な
意
味
に
お
い
て
、
我
々
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
即
ち
、
歴
史
学
を
手
段
と
し
て
、
ま
た
経
験
さ
れ
た
歴
史
か

ら
獲
得
さ
れ
た
生
の
体
験
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
い
へ
の
解
答
を
試
み
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
弁
証
論
的
か
つ
宗
教
哲
学
的
考
察
は
除
外
す
る
」

（
四
頁
）。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
な
る
理
想
論
に
留
ま
り
、
そ
の
理
想
の
輝
き
に
読
者
が
喜
ぶ
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

歴
史
家
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
互
い
に
包
括
さ
れ
る
三
つ
の
領
域
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
神
の
国
、
人
間
精

神
の
無
限
の
価
値
、
そ
し
て
生
に
お
い
て
表
出
さ
れ
る
「
よ
り
良
き
」
正
義
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
福
音
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
実

際
に
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
な
い
。
禁
欲
的
生
活
は
概
し
て
福
音
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
な
い
。
福
音
は
財
産
所
有
の
否
定
を
説
い
て
お
ら

ず
、「
連
帯
」
と
「
援
助
」
が
そ
の
根
本
的
な
内
実
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
権
利

の
た
め
の
闘
争
を
禁
じ
て
お
ら
ず
、
ま
た
文
化
事
業
に
対
し
て
も
敵
対
的
で
は
な
い
。「
神
の
子
イ
エ
ス
」
と
い
う
命
題
は
、
福
音
に
と
っ
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233 ベック「ハルナックの講義『キリスト教の本質』批判」

て
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
福
音
を
受
容
す
る
者
は
、
宣
教
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
「
神
的
な
も
の
を
地
上
に
お
い
て
現
れ
た
の

と
同
様
に
純
粋
に
現
れ
て
い
る
こ
と
」
を
証
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
一
つ
の
信
仰
告
白
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
信
仰
を
行
動
に
よ
っ

て
証
明
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
パ
ウ
ロ
の
功
績
は
、
救
い
の
成
就
と
し
て
、
既
に
起
こ
っ
た
救
済
と
し
て
、
古
い
も
の
を
廃
止

す
る
何
か
新
し
い
も
の
と
し
て
福
音
を
理
解
し
、
ま
た
こ
の
新
し
い
も
の
が
す
べ
て
の
人
々
に
属
す
る
と
彼
が
認
識
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
最
終
的
に
、
霊
的
で
「
歴
史
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い
も
の
」
と
福
音
を
結
び
付
け
た
こ
と
も
彼
の
功
績
で
あ
る
。「
神
を
父

と
し
て
認
識
し
、
知
覚
す
る
こ
と
、
救
済
の
確
信
、
神
に
お
い
て
恭
順
し
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
、
行
動
と
兄
弟
愛
」
――
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、

こ
の
知
ら
せ
を
宣
べ
伝
え
た
方
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
――
そ
れ
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が

0

0

0

0

0

0

キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
と
し
て
見
出
し
た
最
終
的
な

結
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
弁
証
論
的
な
特
徴
を
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
更
に
多
く
の
例
を
指
摘
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
も
認
識
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
正
当
な
根
拠
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
本
質
を
探
し
出
す
こ
と
が
歴
史
家
の

義
務
で
あ
る
と
彼
は
繰
り
返
し
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
歴
史
記
者
が
、
あ
る
時
代
の
精
神
的
な
活
動
を
描
写

し
よ
う
と
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
本
質
へ
と
自
ら
の
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
特
に
宗
教
史
家
に
と
っ
て
は
、

二
種
類
の
事
柄
が
注
意
深
く
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
か
の
時
代
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
は
何
で
あ
っ

た
か
、
そ
し
て
、
こ
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
見
て
、
今
日
の
宗
教
史
家
自
身
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る

か
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
こ
の
二
つ
を
常
に
厳
格
に
分
け
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
歴
史
家
は
語
る
だ
け
で
な
く
、
判
断
し
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
一
方
に
加
担
し
、
擁
護
し
、
他
方
を
弾
劾
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
家
は
、
自
ら
の
判
断
を

0

0

0

0

0

0

、
叙
述
し
て
い
る
時
代

の
判
断
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
家
は
自
分
の
価
値
概
念
を
、
か
の
遠
い
過
去
に
対
し
て
造
り
上
げ
て
は
な
ら
な
い
し
、「
何
が
重

要
で
、
何
が
重
要
で
な
い
か
」
の
評
価
が
、
自
分
が
今
日

0

0

用
い
て
い
る
の
と
同
じ
規
準
に
従
っ
て
当
時

0

0

に
も
付
与
さ
れ
る
と
考
え
て
も
な
ら

な
い
。「
時
間
は
変
化
し
、
我
々
は
そ
の
中
で
変
化
す
る
」〔Tem

pera m
utantur et nos m

utam
ur in illis

〕
の
で
あ
る
。
歴
史
家
が
現
在
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と
い
う
立
脚
点
か
ら
、
あ
る
事
柄
を
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
判
断
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
事
柄
は
、
こ
の
者
が
記
述
す
る
時
間
〔
即
ち
、

か
の
時
代
〕
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
で
意
義
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
歴
史
家
は
そ
の
事
柄
を
非
難
し
、
ま
た
遺
憾
に
感
じ

る
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
、
か
の
時
代
に
お
い
て
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
的
な
事
実
の
確
認
の

際
に
――
あ
る
人
物
と
あ
る
世
紀
の
思
考
様
式
が
一
つ
の
歴
史
的
事
実
で
も
あ
る
が
――
、
歴
史
家
の
価
値
判
断
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、「
活
け
る
も
の
に
対
す
る
鮮
明
な
眼
差
し
」（
九
頁
）
は
、
極
め
て
簡
単
に
判
断
を
誤
り
得
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
美
し
い
言
葉
に
よ
れ
ば
、
詩
文
は
哲
学
的
で
あ
る
が
、
現
実
の
も
の
で
は
な
い
。「
活
け
る
も
の
に
対
す
る
鮮
明
な
眼
差
し
」
を
も
っ

た
芸
術
家
の
眼
は
、
既
に
頻
繁
に
歴
史
家
を
欺
い
て
き
た
。
あ
る
時
代
と
運
動
を
叙
述
し
よ
う
と
望
む
者
は
、
と
り
わ
け
自
分
の
眼
で
そ
れ

ら
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
分
に
と
っ
て
は
今
日
多
く
の
も
の
が
そ
れ
ら
と
調
和
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
自
分
の

芸
術
的
な
要
求
と
矛
盾
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
に
初
め
て
、
我
々
が
そ
の
時
代
に
お
い
て
何
を
本
質
的
で
不
変
な
も
の
と
し
て

見
做
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
、
歴
史
家
は
問
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
別
の
や
り
方
で
行
う
者
は
、
歴
史
構
造
と
虚
構

を
歴
史
叙
述
の
場
に
措
定
し
て
い
る
。
客
観
的
な
歴
史
家
と
し
て
自
分
の
宗
教
の
起
源
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
確
か
に
並
外
れ
て
困
難
な
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
約
束
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
保
持
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

リ
ッ
チ
ュ
ル
〔A

lbrecht R
itschl

〕
の
弟
子
で
あ
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
そ
の
こ
と
を
正
当
に
評
価
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
遺
伝
的
欠

陥
の
よ
う
に
見
え
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
著
作
の
こ
の
よ
う
な
根
本
的
欠
落
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
、
最
も
的
確
な
も
の
は
、

テ
オ
バ
ル
ト
・
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
〔T

heobald Ziegler

〕
が
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
体
系
に
対
し
て
行
っ
た
判
断
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。「
信
仰
の

諸
命
題
が
人
間
に
と
っ
て
も
つ
価
値
か
ら
、
そ
れ
ら
の
正
当
性
と
、
そ
れ
ら
に
と
っ
て
根
源
的
な
本
質
を
推
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
願
望

が
信
仰
の
父
で
あ
る
と
い
う
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
説
に
リ
ッ
チ
ュ
ル
神
学
は
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

表
現
形
式
に
お
い
て
、
こ
の
不
幸
に
満
ち
た
神
学
は
存
立
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
神
学
は
自
ら
が
望
む
も
の
を
、
批
判
的
に
掲
げ

て
い
て
も
、
結
局
は
単
に
価
値
が
高
い
た
め
に
真
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
楽
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
的
で
も
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な
け
れ
ば
、
誠
実
な
も
の
で
も
な
い
」。

こ
れ
に
類
似
し
た
も
の
を
、
ガ
ス
〔W

ilhelm
 G

as

1
＊s

〕
が
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
思
想
史
の
中
で
強
調
し
て
い
る
。
彼
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の

歴
史
叙
述
の
立
場
が
ド
グ
マ
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

殆
ど
ど
の
よ
う
に
見
て
も
、
こ
の
こ
と
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
に
も
言
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

キ
リ
ス
ト
教
に
お

い
て
本
質
的
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、
宗
教
の
創
唱
者
に
と
っ
て
も
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
変
遷
の
観
察
に
よ
っ
て
弁
証
家

0

0

0

ハ
ル

ナ
ッ
ク
が
最
終
的
な
結
論
と
し
て
、
つ
ま
り
、
彼
の
観
点
に
従
っ
て
重
要
で
不
変
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
歴
史

0

0

家0

ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
よ
っ
て
宗
教
の
起
源
へ
と
不
当
な
か
た
ち
で
移
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
過
去
が
我
々
の
前
に
呈
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
に
理
解
さ
れ
た
図
像
の
投
影
が
、
過
去
の
中
に
導
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
卓
越
し
た
弁
証
的
著
作
で
も
有
り
得
た
こ
の

講
義
録
は
、
多
く
の
異
論
の
余
地
を
含
む
歴
史
素
描
と
な
っ
た
。「
私
の
宗
教
」
な
い
し
は
「
私
の
キ
リ
ス
ト
教
」
と
さ
え
も
呼
ば
れ
る
べ

き
〔
こ
の
書
の
〕
標
題
が
、
不
適
切
に
も
「
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
」
を
内
包
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
、
こ
の
書
の
特
異
性
過

敏
体
質
〔A

topie

〕
が
あ
る
。

こ
の
特
徴
を
示
す
証
拠
を
、
神
の
国
の
確
信
が
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
イ
エ
ス
の
宣
教
か
ら
形
成
し
よ
う
と
試
み
た
三

つ
の
項
目
〔
一
「
神
の
国
と
そ
の
到
来
」、
二
「
父
な
る
神
と
人
間
霊
魂
の
無
限
な
る
価
値
」、
三
「
よ
り
優
れ
た
る
義
と
愛
の
命
令
」〕
の

最
初
の
も
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
点
は
正
し
い
。
即
ち
、
そ
の
宣
教
が
、「
旧
約
的
な
色
彩
を
帯
び
た
、
審

判
の
日
に
つ
い
て
の
預
言
者
的
な
告
知
と
、
未
来
に
お
い
て
到
来
す
る
視
覚
可
能
な
神
の
支
配
か
ら
、
現
在
始
ま
っ
て
い
る
、
イ
エ
ス
の
知

ら
せ
と
共
に
掲
げ
ら
れ
た
内
的
な
〔
神
の
〕
国
の
到
来
の
思
想
に
至
る
ま
で
の
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
と
形
式
を
通
底
し
て
い
る
」（
三
四
頁
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
部
分
を
、
根
源
的
形
式
と
し
て
、
イ
エ
ス
が
実
際
に
所
有
し
て
い
た
も
の
と
し
て
彼
は
理
解
し
て
お

り
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
は
、
こ
の
時
代
の
言
語
に
よ
る
説
話
に
過
ぎ
ず
、
発
話
の
在
り
方
〔eine façon de parle

）
2
（r

〕
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
ま
た
、
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
方
や
他
方
を
指
示
す
る
歴
史
的
な
証
拠
を
精
査
し
、
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
立
証
さ
れ
る
」
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こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
次
の
文
章
が
極
め
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。「
こ
れ
と
同
様
な
場
合
に
、
卓
越
し
た
真
に
画
期
的
な
人
物
た

ち
を
、
彼
ら
が
自
分
の
同
時
代
人
と
共
通
に
も
っ
て
い
る
も
の
に
第
一
に
従
っ
て
判
断
し
、
こ
の
者
に
固
有
か
つ
偉
大
で
あ
っ
た
も
の
を
背

後
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
の
は
見
当
違
い
で
あ
る
」（
三
五
頁
）。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
今
日

0

0

イ
エ
ス
の
宣
教
に
お
い
て
最
も
重
要
で
偉
大
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
を
何
と
捉
え
る
の
か
、
そ
し
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に

0

0

0

0

0

0

と
っ
て

0

0

0

何
が
最
も
心
に
訴
え
た
の
か
を
我
々
に
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
先
程
の
議
論
は
正
し
い
原
則
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
、
自
分
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
た
見
解
が
も
っ
ぱ
ら
イ
エ
ス
の
霊
的
な
特
性
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
――
「
言

葉
に
は
寛
容
で
あ
れ
」〔sit venia verbo

〕
――
自
分
自
身
を
イ
エ
ス
と
混
同
し
た
と
い
う
こ
と
は
無
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

芸
術
家
的
な
善
意
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
証
明
出
来
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
い
ず
れ
に
せ
よ
歴
史
叙
述
で
は
な
い
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が

行
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
説
教
師
に
は
許
さ
れ
て
い
て
も
、
歴
史
家
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

別
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
イ
エ
ス
の
説
教
が
反
世
界
的
で
は
な
い
こ
と
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
――
周
知
の
よ
う

に
、
福
音
の
立
場
と
し
て
は
難
し
い
課
題
で
あ
る
が
――
。
彼
の
「
決
定
的
な
」
証
拠
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
神
へ
の
信
仰
、
恭

順
、
罪
の
赦
し
、
そ
し
て
隣
人
愛
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
円
環
の
中
に
、
他
の
如
何
な
る
原
則
も
、
少
な
く
と
も
法
的
な
原
則
は
挿
入
さ
れ
得

な
い
。
ま
た
、
イ
エ
ス
は
、
ど
の
意
味
で
神
の
国
が
『
世
界
』
と
対
立
し
た
か
を
も
同
時
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。『
思
い
煩
う
な
』、『
あ

な
た
方
の
天
の
父
が
慈
悲
深
く
あ
る
よ
う
に
、
あ
な
た
方
も
慈
悲
深
く
あ
り
な
さ
い
』
な
ど
の
よ
う
な
言
葉
に
、
同
様
の
価
値
判
断
を
要
求

し
て
、
何
か
禁
欲
的
な
も
の
を
割
り
当
て
る
者
は
、
こ
の
言
葉
の
意
味
と
崇
高
さ
を
理
解
せ
ず
、
神
と
一
つ
に
あ
る
と
い
う
感
覚
を
失
い
、

も
し
く
は
未
だ
も
っ
て
お
ら
ず
、
世
界
逃
避
と
禁
欲
へ
の
あ
ら
ゆ
る
問
い
を
そ
の
背
後
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
」（
五
三
頁
以
降
）。
ハ
ル

ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
表
象
が
同
一
線
上
に
立
つ
こ
と
は
な
く
、
ま
た
彼
の
宗
教
的
見
解
に
と
っ
て
、
確
か
に
そ
れ
は
尊
重
す
べ

き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
、
か
の
時
代
の
あ
る
人

0

0

0

0

0

0

0

0

に
と
っ
て
も
、〔
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
も
〕
相
互
に
同
じ
重
要
性
を
も

つ
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
卓
越
し
た
人
物
の
奥
義
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
一
見
す
る
と
相
容
れ
な
い
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も
の
と
相
容
れ
る
こ
と
に
在
る
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
既
に
こ
の
こ
と
自
体
を
別
の
文
脈
で
強
調
し
て
い
る
。「
我
々
は
歴
史
の
中
に

沈
み
込
み
、
他
の
歴
史
的
な
伝
承
の
下
や
、
他
の
教
養
形
態
に
お
い
て
は
、
如
何
な
る
対
立
も
見
出
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
両
者
が
互
い
に
並
び

立
つ
こ
と
が
出
来
た
の
は
何
故
か
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三
五
頁
）。
彼
が
こ
の
正
し
い
原
則
を
こ
こ
で
用
い
な
い
な
ら
ば
、
弁

証
家
と
し
て
の
彼
が
歴
史
家
と
し
て
の
自
分
を
撃
退
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。

更
に
別
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
福
音
が
国
家
の
法
秩
序
を
絶
対
的
に
拒
絶
し
、
そ
れ
に
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
ま

た
と
り
わ
け
「
官
憲
の
前
で
行
う
宣
誓
」（
六
七
頁
）
の
意
味
で
、
宣
誓
の
禁
止
を
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
擁
護
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
少
な
く
と
も
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
行
っ
た
の
と
同
様
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
）
3
（

。
彼
の
唯
一
の
議
論
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
〔Julius W

ellhausen

〕
が
、
こ
の
禁
止
の
意
味
を
取
り
違
え
な
い
た
め
に
、
こ
れ
に
少
し
ば

か
り
の
補
足
を
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
は
正
し
い
」（
上
掲
）。
天
上
に
も
地
上
に
も
、
そ
の
よ
う
に
証
明
さ
れ
得
な
い
も
の
は
何

も
存
在
し
な
い
。「
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
発
言
で
、
一
件
落
着
」〔W

ellhausen locutus est, causa finita est

〕
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か

ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
依
然
と
し
て
別
の
問
題
の
中
で
、
最
終
的
な
結
論
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。「
あ
な
た
方
は
悪
に
抗
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
有
名
な
警
告
を
用
い
て
、
そ
れ
が
「
敵

に
対
し
て
も
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
迫
害
の
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
な
い
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

「
ト
ル
ス
ト
イ
が
語
る
よ
う
に
、
官
憲
が
罰
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
（
そ
う
な
る
と
、
概
し
て
〔
官
憲
は
〕
消
滅
す
る
）。
ま
た

は
、
家
屋
と
土
地
が
無
法
に
侵
害
さ
れ
た
り
し
た
場
合
、
国
民
は
そ
れ
ら
を
護
ろ
う
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
」。
ハ

ル
ナ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。「
か
の
言
葉
で
イ
エ
ス
は
そ
の
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
…
…
イ
エ
ス
は
常

に
個
々
人
の
み
を
視
野
に
入
れ
、
愛
に
お
い
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
心
の
信
念
を
〔
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
〕
と
、
私
は
あ
え
て
主
張
を

す
る
。
個
々
人
の
権
利
を
訴
求
し
、
重
大
な
刑
の
執
行
の
際
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
偏
見
で
あ
る
。
そ
の
偏

見
は
、
未
だ
法
律
や
法
秩
序
の
十
分
で
な
い
、
か
の
言
葉
の
文
字
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
が
無
駄
で
あ
る
」（
七
一
頁
）。
人
に
よ
っ
て
様
々
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な
事
柄
が
主
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
が
、
当
時
は

0

0

0

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
で

な
く
、
当
然
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
得
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
が
偏
見
と
見
做
す
も
の
は
、
当
時
の

0

0

0

多
く
の
人
の
眼
に
は
、
多
数
の

意
見
で
あ
っ
た
り
、
少
な
く
と
も
道
徳
的
な
根
本
条
件
で
も
有
り
得
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
仮
に
今
日
キ
リ
ス
ト
が
我
々
の
間
で
説
教
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
方
は
一
般
的
に
は
語
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」（
五
四
頁
）
と
い
う
言

葉
は
、
明
確
な
歴
史
的
図
像
を
呈
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
在
の
価
値
概
念
は
、
ま
さ
に
容
易
く
過
去
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
例
を
更
に
挙
げ
る
の
は
困
難
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
の
書
物
の
事
柄
全
体
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

既
に
挙
げ
た
証
拠
は
、
歴
史
叙
述
家
の
裁
判
権
が
弁
証
家
の
護
教
権
と
取
り
違
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
手
法
は
、
こ
れ

ら
の
証
拠
を
通
じ
て
十
分
に
素
描
さ
れ
た
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
、
最
初
か
ら
こ
の
命
題
に
固
執
し
て
い
る
と
い
う
印
象
が
も
た
れ
て
い
る
。
そ

の
命
題
が
保
持
す
る
も
の
を
本
質
的
な
も
の
と
見
做
し
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
を
副
次
的
な
も
の
と
彼
は
見
做
す
の
で
あ
る
。
彼
が
描
写
す

る
宗
教
は
、
世
界
否
定
や
世
界
逃
避
に
関
す
る
も
の
を
、
法
秩
序
と
権
力
闘
争
の
否
定
に
関
す
る
も
の
を
、
貧
困
を
称
賛
す
る
も
の
を
、
家

族
の
繋
が
り
に
対
し
て
冷
淡
な
も
の
を
、
一
切
内
包
し
て
お
ら
ず
）
4
（

、
そ
の
代
わ
り
に
多
く
の
他
の
美
し
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
宗
教
的
な
信
仰
告
白
で
あ
っ
て
、
我
々
に
対
し
て
表
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
誰
も
が
彼
を
尊
敬
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
宗
教

0

0

0

0

0

0

0

0

を
イ
エ
ス
の
宗
教

0

0

0

0

0

0

と
し
て
説
明
し
よ
う
と
望
む
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
歴
史
的
で
は
な
い
。

む
し
ろ
多
く
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
事
柄
を
近
代
化
〔M

odernisierung

〕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
福
音
に
関
し
て

驚
嘆
す
る
の
に
慣
れ
て
い
た
も
の
は
、
輪
郭
を
失
っ
て
薄
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
人
々
の
道
徳
的
な
要
求
に
対

し
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
な
ら
ば
、
即
ち
、
道
徳
的
な
も
の
は
必
ず
し
も
常
に
有
効
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ

ら
は
定
言
的
命
令
で
も
な
く
、
す
べ
て
の
条
件
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
に
必
ず
し
も
例
外
な
く
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
諸
条
件
の
下
で
実
行
可
能
な
だ
け
で
あ
る
と
彼
が
主
張
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
こ
の
世
の
配
慮
に
対
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す
る
冷
淡
さ
と
、
そ
の
前
提
の
逆
説
と
非
妥
協
性
の
中
で
示
さ
れ
た
、
道
徳
的
な
要
求
が
も
つ
極
め
て
印
象
深
い
も
の
、
そ
し
て
壮
大
な
預

言
者
的
崇
高
さ
は
、
完
全
に
放
棄
さ
れ
る
（
五
四
、
五
五
、
六
七
、
七
一
頁
な
ど
）。
こ
こ
で
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
更
に
性
質
の
悪
い
弁
証

家
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
的
な
発
展
が
正
当
な
根
拠
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
真
の
福
音

は
ま
さ
に
そ
の
生
か
ら
――
そ
う
言
い
得
る
な
ら
ば
――
歴
史
博
物
館
へ
と
運
ば
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
の
大
陸
の
歴
史
は
、
こ
の
保
存

に
つ
い
て
語
る
べ
き
も
の
を
知
っ
て
い
る
。

弁
証
的
な
態
度
決
定
が
必
然
的
に
導
く
の
は
、
福
音
の
諸
命
題
を
し
ば
し
ば
解
釈
学
的
に
で
は
な
く
、
説
教
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
特
徴
的
な
典
拠
が
呈
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
が
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
二
人
の
弟
子
に
与
え
た
答
え

（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
一
・
五
）
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
拠
れ
ば
、
次
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。「
悲
惨
、
窮
乏
、
病
の
克
服
と
除
去
に
お

い
て
、
ま
た
こ
れ
ら
の
実
際
の
影
響
に
お
い
て
ヨ
ハ
ネ
は
、
新
し
い
時
代
が
始
ま
っ
た
と
感
じ
た
で
あ
ろ
う
」「
あ
ら
ゆ
る
悪
、
あ
ら
ゆ
る

悲
惨
は
、
彼
に
と
っ
て
何
か
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
巨
大
な
サ
タ
ン
の
国
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
自
ら
救
い
主
の
力

を
感
じ
て
い
た
。
虚
弱
が
克
服
さ
れ
、
病
が
癒
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
前
進
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
知
っ
て
い
た
」（
三
八
頁
以
降
）。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
従
え
ば
、
こ
れ
が
先
の
聖
句
の
意
味
の
す
べ
て
で
あ
る
。
彼
ら
が
行
っ
た
個
々
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
彼
は
等
閑
視
し
て
い

る
。
奇
蹟
の
現
実
性
に
つ
い
て
多
く
の
頁
が
費
や
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
（
一
六
―
一
九
、
三
七
―
三
八
頁
）、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
ど
の
よ

う
に
こ
れ
を
問
題
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
概
し
て
明
白
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
確
か
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
立
場
は

教
育
学
的
な
観
点
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
が
、
彼
は
「
歴
史
家
」
の
立
場
に
は
立
っ
て
い
な
い
。
明
白
に
「
何
も
定
め
な
い
」〔οὐδὲν 

ὁρίζω

〕
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
ま
だ
ま
し
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
二
八
節
、
三
八
節
や
ル
カ
に
よ
る
福

音
書
一
四
章
二
六
節
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
九
章
一
二
節
、
二
一
節
の
よ
う
な
聖
句
を
説
明
す
る
際
に
、
明
確
な
答
え
は
実
際
に
は
避

け
ら
れ
て
お
り
、
説
教
学
的
な
対
照
法
が
そ
の
代
わ
り
に
置
か
れ
て
い
る
（
五
二
頁
）。
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
ち
ょ
う
ど
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
イ
エ
ス
の
神
性
に
関
す
る
有
名
な
定
義
の
中
で
実
践
し
た
よ
う
に
、
言
葉
を
手
段
と
し
て
、
そ
の
意
味
と
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思
考
を
区
別
し
な
い
や
り
方
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
は
ず
っ
と
鋭
く
、
か
つ
殆
ど
正
確
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。同

様
に
、
法
の
貫
徹
を
拒
絶
す
る
福
音
の
立
場
も
、「
イ
エ
ス
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
法
と
慣
例
を
軽
視
し
た
こ
と
は
有
り
得
な

い
」
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
神
が
最
終
的
に
法
を
も
た
ら
す
こ
と
を
、
イ
エ
ス
は
あ
ら
ゆ

る
敬
虔
な
者
た
ち
と
共
に
、
固
く
確
信
し
て
い
た
」（
六
九
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
説
教
も
し
く
は
教
養
本
が
論
証
す

る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
倫
理
的
要
請
や
神
の
義
の
特
性
が
単
純
に
互
い
に
取
り
違
え
ら
れ
て
、
一

方
を
他
方
に
押
し
つ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
解
釈
で
は
な
い
。
神
の
義
を
宗
教
的
に
信
じ
、
法
を
道
徳
的
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
二
つ

の
全
く
異
な
っ
た
事
柄
で
あ
る
。
一
方
を
他
方
か
ら
演
繹
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
論
理
学
に

よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
「
四
個
名
辞
の
虚
偽
」〔quaternio term

inorum

〕
を
含
ん
で
い
る
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
極
め
て
頻
繁

に
あ
り
、
神
に
つ
い
て
の
教
え
が
道
徳
的
な
法
の
場
に
、
そ
し
て
信
仰
の
命
題
が
義
務
的
な
戒
律
に
置
か
れ
る
な
ど
、
多
く
の
例
に
よ
っ
て

教
会
史
が
示
さ
れ
て
い
る
――
こ
れ
は
、
パ
ウ
ロ
的
な
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
〔A

n-A
rchia

〕
の
所
産
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
特
性
や
御
名
を
神

に
帰
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
常
に
意
識
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
間
の
特
性
と
美
徳
に
様
々
な
も
の
を
帰
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
抑
圧
さ
れ
た
者
た
ち
の
解
放
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
奴
隷
制
の
撤
廃
、
拷
問
の
廃
止
、
あ
ら
ゆ
る
虐
待
に
つ
い
て
は
述
べ
る
も
の

の
、
他
の
こ
と
に
関
し
て
彼
は
全
く
黙
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
一
〇
〇
〇
年
も
の
苦
難
が
、
理
論
上
か
つ
実
践
的
倫
理
に
関
す
る
こ
の
歴
史
を

物
語
っ
て
い
る
。

依
然
と
し
て
非
常
に
不
当
な
論
争
的
性
質

0

0

0

0

0

が
、
広
範
囲
に
及
ぶ
弁
証
論
を
支
え
て
い
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
イ
エ
ス
と
同
時
代
の
ユ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ダ
ヤ
教

0

0

0

や
そ
れ
以
前
の
数
百
年
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
状
態
に
関
す
る
歴
史
に
つ
い
て
証
明
す
る
こ
と
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
殆
ど
の
場
合
に
お
い

て
無
関
心
で
あ
る
。
特
に
「
民
族
の
公
的
な
指
導
者
」
で
あ
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派
に
つ
い
て
）
5
（

、
彼
は
全
く
酷
い
表
象
を
も
っ
て
い
る
（
三
三

頁
、
五
八
頁
）。
部
分
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
恐
る
べ
き
イ
メ
ー
ジ
は
、
福
音
の
幾
つ
か
の
聖
句
を
誇
張
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
、
ま
た
部
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分
的
に
は
陰
影
的
背
景
を
造
り
出
す
た
め
に
、
勝
手
に
妄
想
を
用
い
て
描
き
出
し
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。「
彼
ら
は
神
を
、
組
織
内

規
則
〔H

ausordnung

〕
の
儀
式
を
監
視
す
る
専
制
君
主
〔D

espot

〕
と
し
て
想
定
し
た
」。
こ
れ
は
多
く
の
こ
と
を
予
告
す
る
序
文
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、「
師
の
言
葉
に
か
け
て
誓
う
」〔jurare in verba m

agistri

〕
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
大
多
数
の
聴
衆
の
前
で
語
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
特
に
こ
の
警
告
「
賢
い
者
た
ち
よ
、
自
分
の
言
葉
に
注
意
せ
よ
」
――
も
ち
ろ
ん
フ
ァ
リ
サ
イ

派
に
関
す
る
――
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
な
ら
ば
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
自
分
の
主
張
に
対
し
て
、
何
か
一
つ
で
も
、
ほ
ん
の
僅
か
な
証
拠
で
も

見
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
示
そ
う
と
し
た
図
像
に
鏡
像
と
し
て
呈
示
す
る
た
め
に
、
自
分
で
で
っ
ち
上
げ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

0

0

0

。「
彼
ら
は
、
隘
路
の
迷
宮
、
誤
っ
た
道
、
隠
さ
れ
た
出
口
に
対
し
て
作
っ
て
お
い
た
自
分
た
ち
の
法
の
中
に
、
そ
れ
を
見
て
い
た
」

と
、
教
義
史
を
著
し
た
こ
の
人
物
は
書
い
て
い
る
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
し
た
文
書
で
見
た
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
信
じ
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
反
対
の
事
柄
を
知
る
た
め
に
、
か
の
時
代
の
文
学
を
一
瞥
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
タ
ル
ム
ー
ド
が
語
り
、
そ

の
書
物
に
つ
い
て
既
に
教
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
ほ
ぼ
す
べ
て
の
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
指
導
者
た
ち
が
も
っ
て
い
た
、
崇
高
な
宗
教
的
か

つ
道
徳
的
教
説
に
つ
い
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
何
も
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
、
詩
編
や
預
言
者
の
書
が
当
時
は
失
わ

れ
、
ま
た
は
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
当
時
、
全
く
重
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
語
る
よ
り
も
断
定
的
に
、
不
当
な
「
歴
史
的
」
判
断
を
下
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。「
彼
ら
〔
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
指
導
者
た

ち
〕
は
そ
こ
か
ら
何
千
も
の
戒
律
を
所
有
し
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
。
こ
の
方
〔
イ
エ
ス
〕
は
そ
れ
に
つ
い
て

の
戒
律
だ
け
を
も
ち
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
」。
こ
れ
は
、
対
照
法
的
な
議
論
の
た
め
に
作
ら
れ
た
典
型
的
な
例
で
あ
る
。「
民

族
の
公
的
な
指
導
者
」
で
あ
り
、
神
の
教
え
の
全
体
が
内
包
す
る
も
の
を
一
つ
の
命
題
の
中
に
繋
ぎ
止
め
た
ヒ
ッ
レ
ル
が
い
た
こ
と
を
、
ハ

ル
ナ
ッ
ク
は
全
く
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
民
族
の
公
的
な
指
導
者
」
で
あ
り
、
宗
教
の
全
体
が
隣
人
愛
の
掟
に
内
包
さ
れ
て

い
る
の
を
見
出
し
た
ア
キ
バ
が
い
た
こ
と
を
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
が
神
の
似
像
を
も
つ
こ
と
に

つ
い
て
語
っ
た
ベ
ン
・
ア
サ
イ
や
、
敬
虔
な
信
仰
が
宗
教
の
全
体
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
た
シ
ム
ラ
イ
が
、
民
族
の
中
で
ど
の
よ
う
な
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位
置
づ
け
で
あ
っ
た
か
を
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
知
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
教
師
た
ち
が
、「
神
の
愛
と
隣
人
愛
の
掟
の
中

に
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
関
わ
っ
て
い
る
」
と
告
げ
て
い
た
こ
と
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
否
認
し
（
三
一
頁
）、
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
民
族
の
公
的

な
指
導
者
に
関
す
る
二
つ
の
側
面
を
否
定
す
る
た
め
に
――
極
め
て
重
要
な
背
景
を
す
べ
て
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
が
「
自
分
た
ち
の
民
族
の
中
で
、
豊
か
で
深
い
倫
理
を
見
出
し
た
」（
四
五
頁
）
こ
と
を
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
否
定
出
来
な
い
。
イ

エ
ス
が
説
い
た
こ
と
、「
そ
れ
は
預
言
者
の
間
で
も
、
イ
エ
ス
の
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
的
伝
承
の
中
に
さ
え
見
出
さ
れ
る
」（
三
一
頁
）。
事
実
は

余
り
に
も
明
瞭
に
語
っ
て
お
り
、
多
く
の
教
会
史
家
に
大
変
な
苦
労
を
も
た
ら
し
、
結
果
的
に
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
無

責
任
な
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
。「
確
か
に
、
福
音
が
語
る
す
べ
て
の
こ
と
は
タ
ル
ム
ー
ド
の
中
に
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら

0

0

0

0

0

、
そ
れ
以
外
に
も

0

0

0

0

0

0

ま
だ
多
く
の
他
の
も
の
も
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
言
葉
の
よ
う
に
、
語
調
の
重
要
性
が
内
実
の
重
要
性
に
対

し
て
全
く
関
係
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
恭
し
く
熱
意
を
も
っ
て
模
倣
的
に
話
さ
れ
る
よ
う
な
言
葉
は
、
恐
ら
く
希
有
で
あ
る
。
そ

れ
ら
よ
り
も
本
当
ら
し
い
も
の
は
何
も
な
い
が
、
そ
れ
ら
よ
り
も
自
明
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
木
と
葉
を
比
較

す
る
者
が
い
て
、
含
み
の
あ
る
語
調
で
そ
の
帰
結
を
次
の
よ
う
に
告
げ
た
と
し
よ
う
。「
木
は
葉
を
含
む
が
、
ま
さ
に
他
の
多
く
の
も
の
も

含
ん
で
い
る
」
――
こ
の
よ
う
な
も
の
が
、
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
判
断
が
我
々
に
語
り
掛
け
る
の
と
同
様
の
深
遠
な
思
慮
な
の
で
あ
ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
支
流
を
含
む
六
〇
〇
年
の
ユ
ダ
ヤ
文
学
に
関
す
る
書
で
あ
る
タ
ル
ム
ー
ド
に
は
、「
あ
な
た
の
隣
人
を
あ
な
た
自
身
と
同
じ
よ
う

に
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
一
つ
の
掟
の
中
に
す
べ
て
が
関
わ
っ
て
い
る
と
す
る
命
題
意
外
に
も
、
確
か
に
他
の
多
く
の
も
の
が
あ
る
。
し
か

し
同
じ
よ
う
に
、
六
〇
〇
年
の
キ
リ
ス
ト
教
文
学
に
お
い
て
、
特
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
書
物
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
よ
り
も
、
更
に
多
く
の
他

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
も
の
や
、
ま
さ
に
素
晴
ら
し
い
崇
高
な
も
の
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
共
観
福
音
書
記
者
に
よ
る
〔κατά

〕
福
音
は
、
タ
ル
ム
ー
ド
と
良
く
も
悪
く
も

比
較
さ
れ
得
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
葉
を
木
と
、
脚
を
馬
と
比
較
す
る
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
単
純
な
概
要
〔A

perçu

〕
で
は
な
く
、
内

実
の
正
確
さ
と
合
理
性
を
重
視
す
る
人
は
、
新
約
聖
書
の
福
音

0

0

0

0

0

0

0

〔das E
vangelium

 des neuen Testam
ents

〕
を
せ
い
ぜ
い
タ
ル
ム
ー
ド

0

0

0

0

0

の
福
音

0

0

0

〔das E
vangelium

 des Talm
ud

〕
ま
で
と
比
較
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
が
行
っ
た
よ
う
に
、
タ
ル
ム
ー
ド
の
全
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体
と
は
比
較
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
共
観
福
音
書
記
者
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
個
々
の
思
考
領
域
が
、
タ
ル
ム
ー
ド
の
中
で
ど
の
よ
う
に
確
言

さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
か
が
精
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
タ
ル
ム
ー
ド
に
よ
る
福
音
が
獲
得
さ
れ
る
。
ま

さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
共
観
福
音
史
家
の
福
音
と
の
並
行
関
係
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、

ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
見
解
）
6
（

か
ら
解
き
放
た
れ
た
、
は
る
か
に
正
当
な
学
術
的
帰
結
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
タ
ル
ム
ー
ド
の
言
葉
を

新
約
聖
書
の
文
体
の
中
に
移
し
替
え
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
論
は
更
に
印
象
深
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
言
語
的
な
装
い
の
等
価
性

は
、
内
実
の
等
価
性
を
更
に
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
）
7
（

。

イ
エ
ス
が
説
い
た
も
の
を
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
も
う
一
度
認
め
て
い
る
。「
そ
れ
を
フ
ァ
リ
サ
イ
派
も
も
っ
て
い
た
が
、
彼
ら

は
残
念
な
が
ら
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
も
の
を
も
っ
て
い
た
」（
三
一
頁
）。
好
ま
し
く
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
概
し
て
沈
黙
す
る
た
め
に
、

一
人
の
人
間
を
、
そ
の
者
が
ど
れ
程
偉
大
で
卓
越
し
て
い
よ
う
と
も
、
真
逆
の
人
物
像
を
包
括
す
る
よ
う
な
民
族
性
全
体
と
比
較
す
る
こ
と

は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
こ
の
文
章
が
、
上
述
し
た
よ
う
な
タ
ル
ム
ー
ド
の
言
葉
を
こ
の
人
物
に
語
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
人
物
に
当
て
嵌
ま
る
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
が
靴
職
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
然
彼
ら
は
知
恵

と
敬
虔
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
製
靴
業
に
つ
い
て
も
語
り
、
彼
ら
が
法
律
の
教
師
で
あ
れ
ば
、
勿
論
法
律
に
つ
い
て
も
語
る
の
で
あ
る
。

フ
ァ
リ
サ
イ
派
に
つ
い
て
歪
ん
だ
判
断
を
行
っ
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
根
本
的
な
誤
り
は
、
次
の
点
に
原
因
が
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
律
法
上

ま
た
は
儀
式
上
の
個
々
の
問
い
と
、
宗
教
的
か
つ
道
徳
的
見
解
と
の
間
を
彼
が
区
別
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
ハ
ラ
ハ
ー
と
ア
ッ
ガ

ダ
ー
と
を
殆
ど
一
つ
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
――
後
者
は
広
い
意
味
で
理
解
さ
れ
る
――
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
問
い
は
あ
ら
ゆ
る
道
徳

的
か
つ
宗
教
的
考
察
を
含
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
更
に
こ
れ
か
ら
示
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
、
二
つ
の
全
く
異
な
っ
た
領
域
が

完
全
に
相
互
に
入
り
込
ん
で
お
り
、
結
果
的
に
イ
エ
ス
の
道
徳
的
な
見
解
と
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
道
徳
的
な
見
解
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
法
律
的
か
つ
儀
式
的
な
決
断
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
こ
れ
に
つ
い
て
言
お
う
と
し
た
も
の
は
、
次
の

よ
う
に
喩
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
あ
る
仏
教
徒
が
、
自
分
の
宗
教
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
比
較
す
る
際
に
、
最
も
崇
高
な
仏
陀
の
教
説
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を
、
安
息
日
な
い
し
教
会
会
議
の
交
渉
、
火
葬
も
し
く
は
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
牧
師
の
論
争
、
説
教
師
の
顎
髭
の
許
可
な
い
し
は
聖
職
者
の

職
制
服
、
兵
役
期
間
に
教
会
の
儀
式
を
遂
行
す
る
者
も
し
く
は
こ
れ
に
類
似
し
た
「
教
会
的
な
」
問
い
を
――
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
者
に
勝

利
し
た
と
告
げ
る
た
め
に
――
挙
げ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
フ
ァ
リ
サ
イ
派
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
宗
教
的
な
思
考
と
感
情
は
、「
彼
ら
の
下
で
は
、
困
難
と
さ
れ
、
曇
ら
さ
れ
、
歪
め
ら
れ
、
無
効
と
さ
れ
て
、
宗
教
に
と
っ
て
慈
悲
や

審
判
と
同
様
に
重
要
で
あ
る
と
彼
ら
が
捉
え
、
理
解
し
て
い
た
何
千
も
の
事
物
に
よ
っ
て
、
そ
の
重
大
性
は
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
」（
三
一

頁
）。「
彼
ら
は
神
を
、
組
織
内
規
則
の
儀
式
を
監
視
す
る
専
制
君
主
と
し
て
想
定
し
た
」（
三
三
頁
）。
従
っ
て
、
先
程
の
仏
教
徒
は
、
ハ

ル
ナ
ッ
ク
が
こ
こ
で
挙
げ
た
文
章
の
中
で
行
っ
た
よ
り
も
、
こ
じ
つ
け
に
つ
い
て
論
理
的
に
考
え
て
書
い
て
い
る
。
彼
は
ま
さ
に
、
ア
ッ
ガ

ダ
ー
と
ハ
ラ
ハ
ー
を
互
い
に
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
慈
悲
や
審
判
と
同
じ
く
ら
い
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
典
礼
儀

式
書
や
教
理
問
答
書
に
つ
い
て
彼
が
語
る
時
、
仏
教
徒
に
同
様
の
こ
と
を
も
っ
て
反
論
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
――
我
々

は
、
宗
教
を
「
職
業
技
術
」
に
し
た
人
々
が
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
中
に
い
た
こ
と
を
タ
ル
ム
ー
ド
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
で
は
、
そ

の
よ
う
な
人
々
を
含
ま
な
い
宗
教
的
共
同
体
が
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
シ
ュ
ー
ラ
ー
〔E

m
il Schürer

〕
の
歴
史

書2
＊

か
ら
知
り
得
た
よ
う
な
、
タ
ル
ム
ー
ド
よ
り
も
強
い
こ
の
よ
う
な
脚
色
を
、
誰
も
厳
し
く
批
判
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
事
例
か

ら
、
普
遍
的
な
結
論
を
導
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
論
理
学
の
根
本
的
思
考
や
正
当
性
と
矛
盾
す
る
。
誰
か
あ
る
人
が
、
古
い
時
代
や
新
し
い

時
代
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
行
っ
た
偽
善
者
ぶ
り
を
指
摘
し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
根
本
的
要
素
で
あ
る
と
述
べ

る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
何
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
の
言
葉
が
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。「
彼
ら
は
宗
教
か
ら
世
俗
的
な
職
業
を
生
み
出
し
た
――
こ
の
こ
と
よ
り
も
忌
ま
わ
し
い
も
の
は
な
い
」。
こ
れ
は
、
ハ
ル

ナ
ッ
ク
が
フ
ァ
リ
サ
イ
派
に
対
し
て
懸
命
に
行
っ
て
い
た
こ
と
と
同
様
の
論
理
と
正
当
化
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
る
宗
教
を
、
そ
の

極
め
て
気
高
く
、
純
粋
で
、
崇
高
な
要
素
に
従
っ
て
評
価
し
、
こ
れ
に
対
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
を
、
時
に
は
弊
害
や
劣
っ
た
現
象
に
従
っ
て
評
価

す
る
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
多
く
の
教
会
史
家
の
や
り
方
と
な
っ
て
い
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
歴
史
家
に
求
め
る
「
活
け
る
も
の
へ
の
新
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鮮
な
眼
差
し
」
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
し
て
殆
ど
も
し
く
は
何
も
示
し
て
い
な
い
。

ハ
ラ
ハ
ー
や
ア
ッ
ガ
ダ
ー
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
不
足
し
た
知
識
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
の
中
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
方

（
イ
エ
ス
）
が
ラ
ビ
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ
で
学
ん
だ
と
い
う
の
は
殆
ど
有
り
得
な
い
。
こ
の
方
は
、
神
学
の
専
門
教
育
や
学
術
的
な
解
釈
技
術
を

身
に
付
け
た
者
の
よ
う
に
は
一
度
も
語
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
手
紙
か
ら
、
パ
ウ
ロ
は
神
学
的
な
教

師
の
下
で
学
ん
だ
こ
と
が
は
っ
き
り
と
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
聖
な
る
書
物
に
お
い
て
活
動
し
た
が
、
職
業
的
教
師
と
し
て
活
動
し
た

の
で
は
な
か
っ
た
」（
二
〇
頁
以
降
）。
こ
こ
で
の
す
べ
て
の
文
章
が
誤
り
を
含
ん
で
い
る
。
最
初
の
主
張
に
関
し
て
は
、
イ
エ
ス
が
ラ
ビ
の

下
で
弁
論
家
の
よ
う
に
語
っ
た
だ
け
で
、
ア
ッ
ガ
デ
ィ
ス
ト
や
説
教
師
、
宗
教
的
思
想
家
や
詩
人
の
よ
う
に
は
語
ら
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら

ば
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
主
張
は
正
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
者
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
の
話
し
方
が
〔
ラ
ビ
の
〕
霊

的
な
説
話
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
認
め
ら
れ
る
。
イ
エ
ス
の
あ
ら
ゆ
る
発
言
、
譬
え
、
慰
め
の
言
葉
が
、
ラ
ビ
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
イ
エ
ス
の
説
教
と0

パ
ウ
ロ
の
教
え
方
は
、
ラ
ビ
の
間
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
ラ
ビ
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
パ

ウ
ロ
と
同
様
に
イ
エ
ス
は
ラ
ビ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
よ
う
に
評
価
す
る
者
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
霊
的
な
生
の
大
部
分
に

つ
い
て
知
ら
な
い
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
見
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
イ
エ
ス
が
「
シ
ナ
ゴ
ー
グ
」
に
現
れ
て
、
そ
こ
で
説
教
し
、
は
っ
き

り
と
し
た
言
葉
で
語
っ
た
と
い
う
事
実
が
既
に
あ
る
（
特
に
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
一
・
三
九
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
四
・
一
四
以
降
）。

そ
れ
に
関
し
て
、
特
に

0

0

イ
エ
ス
が
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
中
に
現
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
た
と
い
う
点
を
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
典
拠
と
し
て
挙
げ
て
い

な
い
の
は
遺
憾
で
あ
り
、
彼
は
恐
ら
く
全
く
気
付
い
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
殆
ど
の
場
合
、
イ
エ
ス
の
説
教
の
圧
倒
、
こ
の
方
の
言
葉
の

力
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
七
・
二
八
以
降
と
並
行
箇
所
）。
そ
し
て
、
ナ

ザ
レ
の
人
々
の
驚
き
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
が
彼
ら
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ
で
教
え
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
な
い
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音

書
一
三
・
五
四
以
降
）。
あ
た
か
も
イ
エ
ス
が
道
端
で
教
え
て
も
、
同
様
に
彼
ら
が
驚
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
結
局
、
イ
エ
ス
が
「
職
業
的

教
師
の
よ
う
に
で
は
な
く
」、
聖
な
る
書
物
に
お
い
て
生
き
た
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
説
明
す
れ
ば
、
こ
れ
は
再
び
、
時
代
状
況
の
知
識
が
不
足
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し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
職
業
的
教
師

0

0

0

0

0

は
――
こ
の
言
葉
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
初
級
の
教
師
を
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
が
――
当
時
に
は
無
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
の
教
授
た
ち
の
よ
う
に
、
教
師
た
ち
は
無
給
で
あ
っ
た
。
教
師
た
ち
は
、
自

ら
の
生
の
歴
史
の
中
に
眼
差
し
を
向
け
た
、
職
人
、
農
耕
者
で
あ
り
、
生
の
た
め
に
働
く
人
々
で
あ
っ
た
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
イ
エ
ス
の
説

教
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
と
同
じ
も
の
が
、
彼
ら
の
言
葉
に
当
て
嵌
ま
る
。「
嘆
き
と
涙
、
笑
い
と
驚
喜
、
富
と
貧
困
、
飢
え
と
渇
き
、

…
…
旅
泊
と
帰
郷
、
結
婚
と
葬
儀
、
…
…
畑
で
種
蒔
く
者
と
刈
取
る
者
、
…
…
世
俗
的
な
食
事
と
そ
の
消
費
、
教
師
と
弟
子
の
霊
的
な
関
係

――
こ
れ
ら
す
べ
て
の
図
像
に
よ
っ
て
、
こ
の
方
の
話
は
生
き
生
き
と
し
て
、
霊
的
に
子
ど
も
で
あ
る
者
た
ち
に
も
、
そ
れ
ら
が
理
解
で
き

る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
」（
二
三
頁
）。

こ
こ
で
言
及
し
た
特
性
の
他
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
フ
ァ
リ
サ
イ
派
に
お
い
て
更
に
様
々
な
他
の
否
定
的
な
特
徴
を
見
出
し
て
い
る
。「
と

り
わ
け
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
や
聖
職
者
も
属
し
て
い
た
支
配
的
階
級
は
――
貧
し
い
民
族
の
窮
状
に
殆
ど
心
を
か
け
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
時

代
と
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
階
級
の
間
で
見
ら
れ
る
も
の
よ
り
も
酷
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
そ
れ
は
酷
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
更
に
付
け
加
え
ら
れ
る
の
は
、
儀
式
と
儀
式
の
『
正
当
性
』
に
つ
い
て
の
関
心
の
方
が
、
貧
困
へ

の
同
情
と
慈
悲
よ
り
も
優
先
し
た
こ
と
で
あ
る
」（
五
八
頁
）。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
単
な
る
想
像
と
捏
造
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
む
し
ろ
、
そ
れ
ほ
ど
広

範
囲
に
経
済
的
弱
者
を
保
護
し
た
時
代
が
稀
で
あ
っ
た
。
か
の
時
代
の
貧
民
救
済
法
は
、
ア
ッ
ガ
ダ
ー
の
よ
う
に
、
多
く
の
証
拠
を
提
示
し

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
、
単
純
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
他
の
学
問
の
中
で
は
あ
え
て
行
わ
れ
も
し
な
い
こ
と
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
対

し
て
は
行
わ
れ
、
罪
に
問
わ
れ
ず
、
許
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
確
か
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
二
つ
の
論
拠
を
示
し
て
い
る
。
最
初
の
論

拠
は
、「
国
家
に
よ
る
圧
政
と
暴
政
が
、
詩
編
記
者
と
す
べ
て
の
心
の
温
か
い
人
々
の
、
長
く
変
わ
ら
な
い
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
主
題
で

あ
っ
た
」。
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
議
論
の
余
地
が
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
が
詩
編
記
者
の
変
わ
ら
な
い
主
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
な
方
法
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
論
拠
が
基
礎
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
も
確
か

に
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
時
代
に
極
端
な
立
場
の
聖
書
批
評
家
が
詩
編
の
個
々
の
箇
所
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
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の
よ
う
な
ず
っ
と
以
前
の
時
代
か
ら
の
言
説
が
、
イ
エ
ス
が
生
き
た
時
代
の
状
況
を
判
断
す
る
た
め
に
証
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
再

び
現
代
の
問
題
に
当
て
嵌
め
て
み
よ
う
。
一
九
世
紀
の
終
わ
り
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
的
な
状
況
に
関
す
る
図
像
を
、
誰
か
が
三
〇
年
戦

争
の
時
代
か
ら
の
報
告
に
基
づ
い
て
呈
示
し
、「
と
っ
く
の
昔
に
」
の
一
言
を
数
百
年
の
裂
け
目
に
用
い
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ハ
ル
ナ
ッ

ク
は
そ
れ
に
つ
い
て
何
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
――
二
つ
目
の
論
拠
は
次
の
も
の
で
あ
る
。「
仮
に
富
め
る
者
た
ち
が
自
分
た
ち
の
義
務
を
無

神
経
に
怠
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
が
実
際
に
話
し
て
い
た
よ
う
に
は
、
こ
の
富
め
る
者
た
ち
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
」。
私
に
は
、
福
音
の
当
該
箇
所
を
恐
ら
く
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
福
音
の
こ
の
言
葉
は
本

来
、
豊
か
な
者
た
ち
の
職
権
濫
用
と
怠
慢
の
罪
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
は
豊
か
な
者
た
ち
を
非
難
す
る
よ
り
も
む

し
ろ
、
豊
か
さ
を
非
難
し
、
と
り
わ
け
貧
し
い
者
た
ち
を
元
気
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
預
言
者
に
従
っ
て
、
価
値
概
念
を

再
評
価
し
、
貧
困
を
善
い
も
の
と
し
て
、
貧
し
い
者
た
ち
を
善
い
者
た
ち
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
貧
困
は
負
担
で
は
な
く
、
天
の
国
へ
の

義
務
と
道
で
あ
る
。
財
産
を
獲
得
す
る
こ
と
を
、
貧
し
い
者
は
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
豊
か
な
者
の
使
命
は
、
自
ら
の
宝

を
前
に
差
し
出
し
、
貧
し
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
至
福
の
た
め
の
最
初
の
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
富
を
手
放

さ
ず
、
増
や
す
富
者
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
天
の
国
へ
の
道
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
豊
か
な
者
で
は
な
く
、
貧
し
い
者
が
幸
福
で
あ
る
べ
き

で
あ
る
。
貧
し
く
な
り
、
そ
う
あ
り
続
け
る
こ
と
は
、
望
ま
し
い
目
標
で
あ
る
。
こ
れ
が
貧
困
と
富
に
関
す
る
福
音
の
見
解
で
あ
る
。
当
時

の
有
産
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
義
務
を
無
神
経
に
忘
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
は
何
の
帰
結
も
決
し
て
導
き
出
さ
れ
な
い
。
無
制
限
に
慈
善

事
業
を
行
う
時
代
の
中
で
、
イ
エ
ス
が
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
て
い
た
と
い
う
の
は
有
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ

こ
で
イ
エ
ス
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
自
ら
の
生
の
あ
り
方
が
依
拠
す
る
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。

か
の
時
代
に
お
け
る
貧
し
い
者
た
ち
の
位
置
付
け
に
関
し
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「〔
彼
ら
は
〕
極
め
て

僅
か
な
儀
式
の
恵
み
や
利
益
を
得
ら
れ
な
い
程
、
あ
ま
り
に
も
貧
し
い
こ
と
が
あ
り
、
抑
圧
さ
れ
、
圧
迫
さ
れ
、
不
当
に
も
虐
待
さ
れ
、
神

殿
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
」（
五
八
頁
）。
こ
の
よ
う
な
文
章
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
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を
も
っ
て
、
貧
し
い
者
た
ち
は
供
犠
に
参
加
し
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
常
供
の
献
げ
物
で
あ
る
タ
ミ
ー
ド
の
事
実
と
矛
盾
す
る
。

タ
ミ
ー
ド
は
、
民
族
全
体

0

0

の
名
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
で
は
貧
し
い
者
や
そ
の
中
で
も
最
も
貧
し
い
者
に
よ
っ
て
献
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
8
（

。

ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
既
に
聖
書
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
日
常
の
供
犠
は
、
最
も
貧
し
い
者
が
少
額
の
寄

付
を
献
上
す
る
と
い
う
や
り
方
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
同
様
に
神
に
受
け
容
れ
ら
れ
、
豊
か
な
者
の
最
も
高
額
な
喜
捨
よ

り
も
ず
っ
と
神
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
（
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
一
二
・
四
三
と
比
較
せ
よ
）、
タ
ル
ム
ー
ド
は
繰
り
返
し
強

調
し
て
い
る
。
貧
し
い
者
た
ち
が
抑
圧
さ
れ
、
圧
迫
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
同
じ
よ
う
に
単
な
る
空
想
上
の
背
景
で
あ
る
。
既
に
言
及

し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
歴
史
に
お
い
て
、
貧
し
い
者
を
積
極
的
に
保
護
す
る
こ
と
や
、
ま
た
こ
の
者
に
与
え
ら
れ
た
権
利
救
済
は
明
ら

か
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
文
学
全
体
を
通
じ
て
、
貧
困
に
対
す
る
敬
意
は
一
貫
し
て
お
り
、
単
な
る
貧
困
へ
の
温
か
い
憐
憫

だ
け
で
は
な
い
。
事
実
の
前
に
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
感
情
的
な
文
章
は
何
の
関
心
も
も
て
な
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
「
詩
人
の
国
へ
と
」
行
き
損
じ
た
結
果
は
、
彼
が
福
音
の
聖
句
を
歴
史
的
に
評
価
で
き
な
か
っ
た
点
に
も
示
さ
れ
て
い

る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
拠
れ
ば
、
神
の
国
に
よ
っ
て
、
民
族
も
し
く
は
国
家
で
は
な
く
、
個
人
が
救
済
さ
れ
、
天
の
国
が
「
こ
こ
か
し
こ
に
で

は
な
く
」、
我
々
の
内
側
に
あ
る
（
三
九
頁
）
と
い
う
教
え
は
、
純
粋
に
福
音
に
固
有
の
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
れ
は
、
既

に
エ
レ
ミ
ヤ
や
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
極
め
て
明
白
に
語
っ
て
い
た
考
え
で
あ
る
。
特
に
後
者
は
、
福
音
を
実
際
に
書
い
た
記
者
に
多
く
の
点
で
関

わ
っ
て
い
る
。
タ
ル
ム
ー
ド
の
多
様
な
形
式
の
中
で
、
特
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
用
い
た
同
様
の
考
え
方
の
中
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
は
、
既
に

バ
ッ
ヒ
ャ
ー
〔W
ilhelm

 B
acher

〕
の
ア
ッ
ガ
ダ
ー
研
究
の
中
に
垣
間
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
典
拠
を
挙
げ
る
に
は
多
く
の

頁
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

同
様
の
こ
と
は
、「
福
音
を
通
じ
て
『
初
め
て
』、
各
々
の
人
間
の
魂
、
各
々
の
哀
れ
な
魂
の
価
値
が
保
証
さ
れ
た
」（
四
四
頁
）
と
す
る

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
主
張
に
も
当
て
嵌
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
再
び
エ
ゼ
キ
エ
ル
）
9
（

や
タ
ル
ム
ー
ド
を
示
唆
す
る
べ
き
で
あ
る
。「
各
々
す
べ

て
の
人
の
た
め
に
世
界
は
創
造
さ
れ
た
」、「
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
魂
は
世
界
全
体
よ
り
も
大
き
な
価
値
を
も
つ
」（「
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
篇
」
三
七
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a
、「
ベ
ラ
ホ
ー
ト
篇
」
六
b
）
な
ど
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
タ
ル
ム
ー
ド
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
。
――
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
も
主

張
し
て
い
る
。「
イ
エ
ス
は
、
倫
理
と
、
外
的
な
儀
式
や
宗
教
の
技
術
的
な
実
行
と
の
繋
が
り
を
鋭
く
分
断
し
た
。
こ
の
方
は
、
礼
拝
の
儀

式
と
密
接
な
、
偏
向
的
で
利
己
的
な
『
善
き
行
い
』
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
も
は
や
知
ろ
う
と
は
望
ま
な
か
っ
た
」（
四
五
頁
以
降
）。

こ
こ
に
は
、
既
に
我
々
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
様
の
誤
解
が
存
在
し
て
い
る
。
二
つ
の
全
く
異
な
っ
た
領
域
が
混
同
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
聖
書
と
、
か
の
時
代
の
豊
富
な
道
徳
的
教
説
に
お
け
る
よ
う
に
、
倫
理
は
全
く
も
っ
て
儀
式
と
は
結
び
付
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、
儀
式
か
ら
は
完
全
に
独
立
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
独
立
性
の
た
め
に
、
倫
理
は
儀
式
と
対
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
や

他
の
者
た
ち
が
誤
解
し
た
原
因
は
、
儀
式
が
道
徳
的
な
基
盤
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
ま
た
道
徳
的
な
目
的
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
や
、
異
教
徒
か
ら
遠
く
離
れ
た
も
の
を
儀
式
が
倫
理
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
事
情
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
、
儀
式

と
倫
理
を
互
い
に
同
一
視
す
る
こ
と
や
、
互
い
に
融
合
さ
せ
る
こ
と
は
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
儀
式
の
他
に
も
道
徳
的
な
教
説
や
行
為
の
広
大

な
領
域
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
が
道
徳
に
つ
い
て
語
っ
た
決
疑
法
〔casuistisch

〕
的
な
事
柄
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
言

及
し
て
い
る
が
、
後
の
時
代
に
キ
リ
ス
ト
教
の
基
盤
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
事
柄
を
、
彼
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
中
に
も
ち
込
ん
で
い
る
。
更
に
そ

の
た
め
に
、
こ
こ
で
も
ハ
ラ
ハ
ー
と
倫
理
を
彼
は
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
規
的
か
つ
儀
礼
的
戒
律
と
同
様
に
、
民
事
的
か
つ
刑
事
的

法
律
は
、
当
然
今
日
の
法
律
学
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
世
間
一
般
の
規
範
を
個
々
の
事
例
に
適
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
決

疑
法
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
タ
ル
ム
ー
ド
か
ら
決
疑
法
的
に
倫
理
を
扱
う
例
を
呈
示
す
る
こ
と
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
成
功
す
る
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
そ
れ
以
外
に
も
、
福
音
に
「
固
有
の
道
徳
的
な
思
考
領
域
」
と
し
て
見
做
し
て
い
る
も
の
は
、
道
徳
的
な
行
為
に
お
い
て

信
念
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
や
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
な
も
の
が
愛
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
さ
に
謙
虚
さ
に
お
い
て
道
徳
が
宗
教

と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
――
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
的
な
倫
理
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
タ
ル
ム
ー
ド
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
精
神
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
か
ら
発
し
た
こ
の
精
神
が
我
々
に
語
り
掛
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
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ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
こ
れ
に
対
す
る
異
論
を
準
備
し
て
い
る
。
道
徳
的
な
源
泉
は
、
当
時
ユ
ダ
ヤ
教
に
流
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
ま
さ
に
「
ラ
ビ
た
ち
と
神
学
者
た
ち
」
が
、「
後
か
ら
こ
の
水
を
蒸
留
〔destillieren

〕
し
た
」（
三
一
頁
）
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク

は
こ
の
よ
う
に
語
り
、
こ
の
講
義
の
中
で
福
音
の
言
葉
を
弁
証
論
に
よ
る
七
重
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
濾
過
さ
せ
て
い
る
。
自
分
の
欠
点

に
対
し
て
他
人
の
欠
点
を
非
難
す
る
の
は
人
間
の
や
り
方
で
あ
る
と
い
う
タ
ル
ム
ー
ド
の
文
章
が
無
意
識
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
ラ
ビ
た
ち

は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
過
去
の
研
究
者
た
ち
に
求
め
た
よ
う
な
も
の
を
、
ど
う
し
て
自
ら
の
た
め
に
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し

て
彼
ら
は
、
本
質
的
な
も
の
を
強
調
せ
ず
、
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
新
鮮
な
眼
差
し
を
向
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

を
行
う
の
は
単
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
教
授
た
ち
の
特
権
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
神
学
者
た
ち
に
と
っ
て

「
蒸
留
す
る
こ
と
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
明
白
で
あ
る
。
も
し
誰
か
が
時
折
遠
慮
が
ち
に
で
あ
っ
て
も
、
モ
ー
セ
の
三
番
目
の
書
〔
レ
ビ

記
〕
一
九
章
一
八
節
の
中
に
「
あ
な
た
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
、
あ
な
た
の
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
聖
句
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
ま
さ
に
そ
れ
と
同
じ
第
三
四
節
の
中
に
「
あ
な
た
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
、
あ
な
た
た
ち
の
下
に
寄
留
す
る
者

を
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
聖
句
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
は
明
白
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
寄
留
者
た
ち
の
間
で
、
人
間
は
他
の
民
族
か
ら
、
そ
し
て
他
の
信
仰
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
聖
句
に

基
づ
く
な
ら
ば
、「
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
方
も
エ
ジ
プ
ト
の
地
に
お
い
て
は
寄
留
者
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
」
で
あ
る
と
続
け
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
――
ド
イ
ツ
祖
国
の
様
々
な
教
壇
か
ら
、
す
ぐ
に
「
寄
留
者
を
見
よ
！
」
と
い
う
非
難
が
鳴
り
響
く
で
あ
ろ
う
。
も
し
く
は
、
も

し
誰
か
が
、
例
え
ば
安
息
日
の
取
り
方
や
無
数
の
他
の
検
討
さ
れ
た
律
法
に
つ
い
て
は
多
く
の
規
程
が
タ
ル
ム
ー
ド
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

と
言
い
訳
が
ま
し
く
述
べ
る
こ
と
な
く
、
山
上
の
説
教
の
よ
う
な
言
葉
と
同
様
の
こ
と
を
語
る
タ
ル
ム
ー
ド
の
箇
所
を
呈
示
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
者
は
再
度
蒸
留
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
最
終
的
に
誰
か
が
、
困
難
な
時
期
に
お
い
て
安
息
日
が
単
純
に
歴
史
的

な
骨
董
品
と
な
る
の
を
、
ま
た
そ
の
他
の
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
を
、
安
息
日
に
つ
い
て
の
厳
格
な
規
程
が
妨
げ
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
こ
と
か
ら
ハ
ラ
ハ
ー
に
書
か
れ
た
安
息
日
に
つ
い
て
の
厳
格
な
規
程
は
歴
史
的
必
然
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
――
こ
の
者
は
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蒸
留
し
た
だ
け
で
な
く
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
偽
り
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
、
虚
偽
の
着
色
を
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
コ
ー
ラ
ン
が
、
ユ
ダ
ヤ
教

徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
よ
う
な
「
啓
典
の
民
」
を
、
彼
ら
が
啓
示
を
改
竄
し
た
と
し
て
非
難
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
現
代
の
神
学
教
授
た
ち

が
、
ラ
ビ
た
ち
を
、
彼
ら
が
聖
書
と
口
伝
の
教
え
を
蒸
留
し
た
と
し
て
非
難
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
当
て
嵌
ま
る
。

イ
エ
ス
と
同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
が
受
難
す
る
メ
シ
ア
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
主
張
（
八
五
頁
）
に
眼

を
向
け
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
蒸
留
に
つ
い
て
捉
え
て
い
た
も
の
は
、
正
当
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
表
面
的
な
も
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ー
ラ
ー
は
こ
の
問
題
を
正
し
く
慎
重
に
、
か
つ
思
慮
深
く
自
ら
の
規
準
に
お
い
て
扱
っ
て
お
り
（
Ⅱ 

五
五
三
―
五
五
六
）、
そ
れ
に
拠

れ
ば
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
短
い
文
章
の
中
で
示
し
た
ほ
ど
、
確
証
的
な
結
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
シ
ュ
ー
ラ
ー
は
こ
の
史
料
を
模
範
的
な
や

り
方
で
運
び
集
め
、
整
理
し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
思
考
の
歴
史
的
な
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
の
出
来
る
幾
つ
か
の
点
に
つ
い
て
呈
示
さ
れ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。
イ
ザ
ヤ
書
五
三
章
の
中
に
受
難
の
考
え
が
人
間
の
罪
の
た
め
に
十
全
か
つ
決
定
的
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
疑
う
余

地
が
無
い
。
聖
書
以
後
の
書
物
の
中
に
、
こ
の
考
え
が
共
有
さ
れ
て
い
る
痕
跡
は
見
出
さ
れ
な
い
と
仮
定
し
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
こ
の
書
物
が
成
立
し
た
時
代
に
、
こ
の
考
え
が
異
質
で
あ
っ
た
と
証
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
最
も
権
威
を
も
っ

て
い
た
の
は
聖
書
で
あ
っ
て
、
聖
書
が
こ
の
思
考
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
聖
書
以
後
の
文
学
が
そ
の
思
考
を

含
ま
な
い
た
め
に
、
イ
エ
ス
と
同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
そ
の
思
考
が
欠
け
て
い
る
と
見
做
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
――
再
び
現
在
の
例
を
用

い
て
説
明
す
る
が
――
我
々
の
時
代
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
固
有
の
考
え
方
に
つ
い
て
の
知
識
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
そ
れ
は
我
々
の
時
代

に
は
一
つ
の
詩
的
な
描
写
と
し
て
も
は
や
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
同
じ
も
の
に
従
お
う
と
す

る
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
排
除
す
る
よ
う
な
文
学
的
な
形
式
が
存
在
し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
や
タ
ル
ム
ー
ド
に
お
け
る
よ
う

な
立
場
も
多
数
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
（
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
前
掲
書
を
参
照
）、
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
イ
ザ
ヤ
書
の
メ
シ
ア
に
関
す
る
解
釈

が
当
時
も
一
般
的
で
あ
っ
て
、
更
に
言
え
ば
、
そ
れ
が
自
明
な
も
の
と
見
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
対
す
る

よ
う
な
解
釈
を
含
む
よ
う
な
立
場
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
の
こ
と
を
論
駁
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
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は
、
こ
れ
ま
で
呈
示
さ
れ
得
な
か
っ
た
。
例
外
と
な
る
の
は
タ
ル
グ
ム
・
ヨ
ナ
タ
ン
か
ら
の
典
拠
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
神
の
僕
の
受
難
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
イ
ザ
ヤ
書
五
三
章
の
聖
句
が
、
メ
シ
ア
と
は
関
係
が
な
い

0

0

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
規
準
的
な
特

性
を
有
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
我
々
は
こ
の
古
い
「
正
式
な
」
タ
ル
グ
ム
・
ヨ
ナ
タ
ン
を
も
は
や
所
有
し
て
お
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
極
め
て
安
易

に
論
争
的
な
皮
肉
を
含
ん
だ
、
後
代
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
が
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
メ
シ
ア
の
贖
い
の
受
難
と
い

う
考
え
が
「
大
部
分
ま
た
全
体
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
に
異
質
で
あ
り
、
常
に
学
派
的
な
見
解
に
留
ま
っ
て
い
た
」
と
恐
ら
く
言
い
得
る
で
あ
ろ

う
と
す
る
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
総
括
は
、
更
な
る
考
察
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
歴
史
的
な
解
明
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
は
、
神
殿
破
壊
や
ベ
タ
ル
〔
ベ
ー
ト
テ
ル
〕
の
事
件
に
繋
が
る
政
治
的
な
事
件
の

流
れ
が
、
使
徒
と
同
時
代
の
歴
史
に
――
一
方
は
メ
シ
ア
が
や
っ
て
来
る
と
言
い
、
他
方
は
メ
シ
ア
が
再
来
す
る
と
述
べ
る
点
に
、
ユ
ダ
ヤ

教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
の
相
違
が
あ
っ
た
時
代
に
――
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
殆
ど
顧
慮
し
て
い

な
い
点
に
も
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
同
様
に
、
イ
エ
ス
が
生
き
た
時
代
の
風
土
全
体
を
十
分
に
考
察
す
る
こ
と
も
殆
ど
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
メ
シ
ア
の
希
望
が
こ
の
時
代
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
親
密
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る

し
、
イ
エ
ス
が
自
ら
そ
の
こ
と
を
信
じ
て
い
た
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
は
イ
エ

ス
を
メ
シ
ア
と
し
て
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
と
そ
の
弟
子
、
及
び
か
の
時
代
全
体
を
理
解
す
る
た
め
に
感
じ
取
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
ど
の
よ
う
な
生
活
空
間
の
中
で
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
、
特
に
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
生
き
て
い
た
か
で
あ
る
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
人
間
が
歴
史
的
事
件
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
か
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
バ
ビ
ロ
ニ
ア
捕
囚
、
イ
ス
ラ
エ
ル
か

ら
籾も
み
が
ら殻

を
ふ
る
い
落
と
し
た
こ
の
篩ふ
る
い

、
す
べ
て
の
動
揺
し
た
者
た
ち
が
エ
ズ
ラ
と
ネ
ヘ
ミ
ヤ
を
通
じ
て
力
強
く
取
り
除
か
れ
た
こ
と
、
マ

カ
バ
イ
戦
争
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
精
神
が
大
き
く
隔
た
っ
た
こ
と
――
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
適
者
生
存
〔survival of the fittest

〕
の
結

果
と
し
て
、
一
連
の
自
然
的
な
選
別
で
あ
っ
た
。
残
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
宗
教
を
勝
ち
抜
い
た
者
た
ち
の
共
同
体
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
時

「
そ
の
宗
教
の
偉
人
た
ち
〔V

irtuosen

〕」
が
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
殆
ど
は
こ
の
宗
教
を
勝
ち
抜
い
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
か
の
時
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代
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
ス
ポ
ル
ジ
ョ
ン
〔C

harles H
addon Spurgeon

〕
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
世
界
の
偉
大
な
非
国
教
主
義
者
」
で

あ
り
、
そ
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
者
た
ち
が
、
理
想
の
た
め
に
自
ら
を
献
げ
る
こ
と
が
可
能
で
、
ま
た
そ
の
準
備
が
出
来
て
い
る
よ
う
な
人
間
で

あ
っ
た
――
そ
れ
は
、
他
の
場
所
で
も
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
に
、
目
的
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
生
の
充
溢
も
し
く
は
良
き
死
の
た
め
に
、
必

要
に
迫
ら
れ
て
、
も
し
く
は
律
法
が
命
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
殉
教
者
に
な
り
、
天
の
た
め
に
地
上
の
賢
い
者
た
ち
の
前
で
愚
か

な
者
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
力
は
、
古
代
世
界
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
の
み
生
み
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ユ
ダ
ヤ
の
遺
産
は
、

後
の
時
代
に
も
依
然
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
の
著
述
家
の
書
い
た
も
の
を
読
み
さ
え
す
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
異
教
徒
の
世
界
全
体
で

ど
れ
だ
け
奇
妙
で
不
可
解
な
存
在
と
見
ら
れ
て
い
た
か
を
、
そ
し
て
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
滑
稽
で
、
あ
る
い
は
不
気
味
で
、
殆
ど
化
け
物
の
よ

う
に
見
ら
れ
て
い
た
か
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
福
音
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
は
我
々
に
も
う
一
つ
の
事
柄
を
示
唆
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
生
を
描
い
た
者
の
殆
ど
は
、
イ
エ
ス
が
そ
の
あ
ら
ゆ
る
特

徴
に
お
い
て
完
全
に
真
に
ユ
ダ
ヤ
的
な
人
物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
の
地
に
お
い
て
の
み
、
他
の
地
で
は
な
く
ま
さ
に
そ
こ
に

お
い
て
育
っ
た
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
の
を
控
え
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
真
に
ユ
ダ
ヤ
的
な
人
物
で
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
努

力
と
行
為
、
感
情
と
感
覚
、
語
り
と
沈
黙
は
、
ユ
ダ
ヤ
的
な
刻
印
を
、
ユ
ダ
ヤ
の
理
想
の
特
徴
を
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
中
に
あ
り
、
当
時
は
ユ
ダ

ヤ
教
の
中
に
し
か
な
か
っ
た
も
の
の
最
上
の
特
徴
を
担
っ
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
。
他
の
民
族
か
ら
、

イ
エ
ス
の
よ
う
な
人
間
は
現
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
他
の
民
族
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の
よ
う
に
活
動
す
る
人
間
も
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
他
の
民
族
に
お
い
て
、
自
分
を
信
じ
る
使
徒
を
イ
エ
ス
は
見
出
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
――
イ
エ
ス
の
人
格
を
生
ん
だ
こ

の
よ
う
な
土
壌
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
眼
差
し
を
向
け
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
が
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
書
物
の
根
本
的
な
誤
り
で
あ
る
）
10
（

。
即
ち
、
弁
証
論
的
な
意
図
、
ユ
ダ
ヤ
文
学
と
ユ
ダ
ヤ
学
の
考
慮
不
足
で
あ

る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ガ
イ
ガ
ー
〔A

braham
 G

eiger

〕
は
、
数
十
年
前
に
非
難
を
込
め
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
諸
々
の
事
柄
を
否

定
的
に
判
断
し
、
そ
の
独
立
し
た
研
究
に
対
し
て
必
要
な
諸
前
提
と
諸
能
力
が
欠
け
て
い
る
な
ら
ば
、
実
際
に
あ
ら
ゆ
る
他
の
領
域
に
関
し
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て
も
、
二
重
に
も
三
重
に
も
再
考
す
る
で
あ
ろ
う
。
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
し
て
の
み
、
制
約
を
受
け
ず
に
恣
意
的
に
仕
事
を
始
め
て
よ
い
と
思
わ

れ
て
い
る
」
――
こ
の
言
葉
は
、
残
念
な
が
ら
今
日
に
お
い
て
も
そ
の
時
事
性
を
全
く
失
っ
て
い
な
い
し
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
対
し
て
も
繰
り

返
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
書
が
多
く
の
卓
越
し
た
も
の
を
含
み
、
各
々
の
頁
が
読
者
を
刺
激
し
、
叙
述
の
仕
方
が
常
に
賛

嘆
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
書
物
で
は
自
明
で
あ
る
た
め
に
、
彼
の
本
で
あ
れ
ば
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と

殆
ど
の
場
合
に
考
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
宗
教
に
普
遍
的
な
問
い
、
宗
教
と
労
働
の
関
係
、
宗
教
と
学
問
と
の
関
係
に
つ
い
て
言

わ
れ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
真
で
美
し
い
た
め
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
自
分
の
熱
狂
者
に
対
し
て
「
宗
教
の
本
質
」
に
関
す
る
書
物
を
贈
呈

し
て
く
れ
る
こ
と
が
常
に
望
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
も
う
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
説
明
に
も
拘
ら
ず
、
自
分
の
表
現
に
異
論
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
の
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
、
作
り
出
さ
れ
た
重
要
な
事
柄
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
こ
の

世
界
宗
教
は
誇
り
を
も
っ
て
イ
エ
ス
の
名
を
冠
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
あ
り
ふ
れ
た
言
い
方
で
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
周
知
の
よ
う
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
因
ん
で
名
付
け
ら
れ
た

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
容
易
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
返
答
は
冒
涜
的

な
冗
談
に
過
ぎ
ず
、
答
え
で
は
な
い
。
そ
の
答
え
は
、
当
時
の
時
代
が
実
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
現
さ
れ
た
時
代

が
、
神
に
よ
っ
て
使
わ
さ
れ
た
人
物
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
異
教
徒
に
と
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
教
え
が
受
け
容
れ
ら
れ
始
め
る
こ
と
が

可
能
な
時
期
が
到
来
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
為
に
神
は
自
ら
に
属
す
る
人
々
に
そ
れ
を
行
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
創
唱
者

に
対
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
既
に
愛
と
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
が
憎
悪
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
作
り
話

が
頻
繁
に
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
無
か
っ
た
。
母
が
子
ど
も
を
憎
む
こ
と
は
な
い
が
、
子
ど
も
が
自
ら
の
母
を
忘

れ
、
否
定
す
る
こ
と
は
あ
る
。
痛
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
自
ら
の
創
唱
者
の
精
神
に
つ
い
て
、
極
め
て
僅
か
に
し
か
示
し

て
こ
な
か
っ
た
。
新
約
聖
書
の
譬
え
の
中
に
は
、
深
い
意
味
が
あ
る
。「
あ
る
男
に
二
人
の
息
子
が
お
り
、
彼
は
一
方
に
向
か
っ
て
行
き
、
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こ
う
話
し
た
。
息
子
よ
、
私
の
葡
萄
畑
に
行
っ
て
、
今
日
は
働
き
な
さ
い
。
息
子
は
、
主
よ
、
私
は
行
き
ま
す
と
答
え
た
が
、
そ
こ
に
は
行

か
な
か
っ
た
…
…
」。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
話
の
中
の
事
柄
が
、
し
ば
し
ば
現
実
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
世
界
の
歴
史
に
関
わ
る
使
命

を
力
強
く
実
現
し
、
依
然
と
し
て
実
現
し
続
け
る
こ
の
宗
教
を
、
そ
し
て
何
百
万
も
の
人
々
を
幸
福
に
し
、
慰
撫
し
、
立
ち
上
が
ら
せ
た
こ

の
信
仰
を
認
め
ず
、
も
し
く
は
傷
付
け
、
蔑
む
よ
う
な
こ
と
は
、
特
に
ユ
ダ
ヤ
教
神
学
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
学
者
も
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
が
弁
証
論
を
書
き
、
自
ら
の
宗
教
の
た
め
に
称
賛
の
書
を
著
す
こ
と
を
、
善
い
、
高
尚
な
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
異
議
を
申
し
立
て
、
弁
証
論
を
歴
史
と
し
て
偽
り
、
そ
れ
が
歴
史
的
な
不
正
に
対
し
て
武
器
と
な
る

と
信
じ
た
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
弁
証
家
の
武
器
と
防
塁
は
、
純
粋
で
、
非
難
さ
れ
ざ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
、
そ
の
よ

う
な
真
の
弁
証
家
に
お
い
て
、
精
神
の
独
立
性
の
よ
う
な
も
の
や
ル
ナ
ン
〔E

rnest R
ena

）
11
（n

〕
の
自
由
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
率

直
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
ユ
ダ
ヤ
教
は
過
去
に
お
い
て
極
め
て
偉
大
な
仕
事
を
成
し
遂
げ
、
そ
れ
を
未
来
に
お
い
て
も
果
た
し
続

け
る
で
あ
ろ
う
」。

 

〔　
　

〕
内
は
訳
者
の
補
語
及
び
原
綴
り
。

 

原
註
を
（　

）
付
き
数
字
で
、
訳
注
を
＊
付
き
数
字
で
表
記
し
た
。

　
　
　
原　
註

（
1
） 『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
を
指
す
。
こ
の
書
は
全
学
科
の
学
生
に
向
け
て
、
一
八
九
九
／
一
九
〇
〇
年
の
冬
学
期
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
い
て
ア
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ド
ル
フ
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
十
六
の
講
義
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
〇
〇
年
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
のJ. C

. H
inrichs ’sche

出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

（
2
） 
こ
の
時
代
の
言
葉
に
つ
い
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
正
確
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。「
神
の
国
」
と
「
メ
シ
ア
の
時
」
と
い
う
二
つ

の
異
な
っ
た
概
念
は
、
全
く
分
離
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
語
る
「
政
治
的
・
幸
福
主
義
的
希
望
」
は
、
神
の
国
で

は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
メ
シ
ア
の
時
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。

（
3
） 

ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
こ
こ
で
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
二
・
二
一
の
有
名
な
言
葉
「
カ
エ
サ
ル
の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
…
…
」
に
つ
い
て
議
論
し

て
い
る
。
し
か
し
、
ゼ
ー
ロ
ー
タ
イ
〔
熱
心
党
〕
に
対
す
る
反
対
を
含
ん
で
い
る
こ
の
言
明
の
真
の
関
連
性
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
気
付
い
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ガ
イ
ガ
ー
の
文
献
を
参
照
。G

eiger, A
braham

, D
as Judenthum

 und seine G
eschichte I, B

reslau, 1865, S. 

112; 172.

（
4
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
奇
妙
に
も
殆
ど
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

（
5
） 

ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
「
と
り
わ
け
フ
ァ
リ
サ
イ
派
や
聖
職
者
の
属
す
る
支
配
者
階
級
」
と
述
べ
る
時
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
が
民
族
の
全
体
に
お
い
て
も
っ

て
い
た
「
数
的
な
」
意
味
に
つ
い
て
不
確
か
な
知
識
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
示
唆
し
て
い
る
。

（
6
） 

ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
概
要
に
つ
い
て
の
判
断
が
、
こ
の
作
品
を
軽
視
す
る
こ
と
に
結
び
付
け
ら
れ
な
い
点
は
明
白
で
あ
る

が
、
こ
の
偉
大
な
学
者
が
驚
く
べ
き
方
法
に
よ
っ
て
宗
教
史
や
、
特
に
聖
書
学
に
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
た
か
に
つ
い
て
は
強
調
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
序
文
や
歴
史
は
依
然
と
し
て
、
こ
の
分
野
で
は
キ
ュ
ー
ン
の
著
作
に
次
い
で
示
唆
的
な
叙
述
を
行
っ
て

い
る
。

（
7
） 

こ
こ
で
示
唆
し
て
い
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
一
つ
の
例
を
呈
示
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。〔
ラ
ビ
〕
エ
ル
ア
ザ
ル
・
ベ
ン
・
ア
ザ

ル
ヤ
の
言
葉
「
七
〇
年
に
一
度
、
死
の
判
決
を
下
し
て
い
た
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
は
、
破
壊
的
〔
法
廷
〕
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
マ
ッ

コ
ー
ト
」
七
a
）
は
、
次
の
よ
う
な
形
式
の
中
で
理
解
さ
れ
る
。「
古
人
た
ち
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
法
廷
に
責
任
を
負
う
者
を
、
法
廷
が
死

刑
に
処
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
に
言
っ
て
お
こ
う
。
七
〇
年
の
間
に
一
人
の
者
を
死
に
追
い
や
っ
た
法
廷
と
同
一
の
法
廷
が
、

殺
人
者
の
顧
問
官
な
の
で
あ
る
」。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
新
約
聖
書
中
の
多
く
の
言
葉
が
明
る
み
に
な
る
。

（
8
） 

ヨ
セ
フ
ス
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』III,9, 1 

を
参
照
。「
そ
し
て
、
或
る
者
は
個
人
の
た
め
に
、
そ
し
て
他
の
者
は
公
の
た
め
に
献
げ
物
を
し
た
」（ἡ 

μὲν

〈sc. ἱερουργία

〉ὑπὸ τῶ
ν ἰδιω

τῶ
ν, ἑτέρα δὲ ὑπὸ τοῦ δήμου δυντελούμεναι

）。
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（
9
） 

エ
ゼ
キ
エ
ル
の
根
本
的
思
考
に
つ
い
て
の
優
れ
た
研
究
は
、
コ
ル
ニ
ル
〔C

arl H
einrich C

ornill

〕
の
『
預
言
』
を
参
照
。

（
10
） 
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
章
に
は
、
こ
の
よ
う
な
批
評
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い
。
――
『
教
義
史
教
本
』（I S. 58

の

註
）
で
は
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
に
関
す
る
評
価
は
そ
れ
程
極
端
な
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
「
反
対
命
題
に
お
い
て
」
で
は
な
く
、

そ
こ
で
は
「
命
題
に
お
い
て
」
と
い
う
表
現
が
見
出
さ
れ
る
。

（
11
） 

と
り
わ
け
、
ベ
ル
ナ
ー
〔A

lbert Friedrich B
erner

〕
が
『
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
と
い
う
講
演
の
中
で
語
っ
た
力
強
い
言
葉
が
思
い
起

こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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