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明
日
口
町
(
V
F
巳
ω片山山口円
ω
5日

|

|

F

・
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題

深
井

智
朗

問
題
設
定

パ

l
ゼ
ル
の
神
学
者
フ
ラ
ン
ツ
・
ォ
!
フ
ァ

l
ベ
ツ
ク
の
名
は
あ
る
時
は
神
学
者
カ

l
ル
・
バ
ル
ト
と
共
同
、
ま
た
あ
る
時
は
哲
学
者
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ

l
チ
ェ
と
と
も
に
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
自
身
に
固
有
な
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
に
お
い
て

は
皆
無
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
の
研
究
に
お
い
て
も
状
況
は
類
似
し
て
お
り
、
皆
無
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
決
し
て
多

い
と
は
言
い
難
い
。

確
か
に
ニ

l
チ
ェ
と
オ

l
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク
の
往
復
書
簡
は
現
在
で
も
ニ

i
チ
ェ
研
究
の
重
要
な
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

一l
チ
ェ
は

八
七
八
年
九
月
三
日
付
け
の
書
簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ね
え
、
君
、

い
っ
た
い
い
ま
、
君
の
ほ
か
に
自
分
の
心
を
打
ち
明

け
た
い
と
思
う
相
手
が
ほ
か
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
誰
に
む
か
つ
て
打
ち
明
け
ら
れ
よ
う
。

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
僕
の
頭
の
な
か
を
駆
け
め
ぐ

っ
て
い
る
。
外
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
防
い
で
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
ば
か
り
が
)
」
。
さ
ら
に
一
丁
チ
ェ
は
オ

l
フ
ァ

l
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ベ
ッ
ク
の
『
今
日
の
神
学
の
キ
リ
ス
ト
教
性
』
と
「
反
時
代
的
考
察
』

そ
の
裏
表
紙
に
「
あ
る
家
の
双
子
が
、

父
は
二
人
。
奇
跡
だ
っ
た
。
双
子
の
母
の
名
は
友
情
で
あ
っ
た
の
だ
」
と

の
第
一
篇
の
合
本
を
作
り
、

310 

勇
ん
で
世
間
に
飛
び
出
し
た
。
世
間
と
い
う
龍
を
八
つ
裂
き
に
。

書
い
て
い
た
。
ま
た
ニ

l
チ
ェ
が
一
八
八
九
年
一
月
に
錯
乱
状
態
に
陥
っ
た
時
に
彼
を
パ

l
ゼ
ル
に
連
れ
帰
っ
て
、
精
神
病
院
に
入
院
さ
せ

た
の
も
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に

一一l
チ
ェ
研
究
に
お
い
て
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
、
し
か
し

付
随
的
に
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
オ

i
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
固
有
の
思
想
の
研
究
に
お
い
て
さ
え
も
、
多
く
の
場
合
、

一l
チ
ェ
と
の
関
係
が
主

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

オ
i
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
の
研
究
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
ニ

ー
チ
ェ
の

『
反
時
代
的
な
考
察
』

の
第
一
篇
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
批
判
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
『
今
日
の
神
学
の
キ
リ
ス

ト
教
性
』
に
お
い
て
展
開
し
た
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
批
判
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

状
況
は
神
学
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
あ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
者
ニ

l
チ
ェ
か
ら
こ
の
よ
う
な
手
紙
を
受
け
取
る
神
学
部
教
授
は
、
実

は
同
時
に
今
世
紀
最
大
の
神
学
者
の
ひ
と
り
と
呼
ば
れ
た
カ

i
ル
・
バ
ル
ト
か
ら
「
復
活
の
異
教
的
な
伝
道
者
」
、
あ
る
い
は
「
復
活
の
告

知
者
」
と
呼
ば
れ
、
「
彼
自
身
は
決
し
て
神
学
者
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
か
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
的
な
意
味
に
お
け
る
「
神
学
者
」

だ
と
言
わ
れ
た
。

の
改
定
を
推
進
し
た
ひ
と
つ
の
要
素
と
し
て
言
及
さ
れ
、

オ
l
フ
ァ

i
ベ
ッ
ク
の
「
原
歴
史
」
の
概
念
は
バ
ル
ト
の
神
学
に
お
け
る
重
要
な
概
念
の
ひ
と
つ
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば

「
死
と
原
歴
史
に
関
す
る
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
教
説
は
、
彼
の
立
場
を
洞
察
す
る
に
は
決
定
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
原
歴
史

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
は
、

バ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
彼
の
『
ロ
マ
書
注
解
』

は
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
彼
の
教
義
学
的
な
思
惟
の
中
心
的
な
概
念
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
言



葉
の
受
肉
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
を
『
原
歴
史
的
出
来
事
』
と
し
て
特
徴
付
け
る
。
『
原
歴
史
』
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て

フ
ラ
ン
ツ
・
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
、
新
約
聖
書
の
資
料
の
背
後
に
大
き
な

X
と
し
て
見
え
る
、
歴
史
的
な
研
究
お
よ
び
記

述
に
対
し
て
同
時
に
現
れ
か
つ
遠
ざ
か
る
と
こ
ろ
の
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
お
よ
び
宣
教
の
成
立
史
を
理
解
し
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
オ

l

フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
に
よ
っ
て
は
、

こ
の
概
念
は
歴
史
学
上
の
補
助
概
念
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
こ
こ
で
、
啓
示
と
歴
史
の
唯
一
無
比

の
関
係
を
性
格
づ
け
る
神
学
的
な
概
念
と
し
て
採
用
す

ω」
。
す
な
わ
ち
「
啓
示
と
は
原
歴
史
で
あ

μ」
と
バ
ル
ト
は
述
べ
た
。
そ
れ
以
後

こ
の
概
念
は
バ
ル
ト
の
予
定
論
の
展
開
に
お
い
て
再
び
採
用
さ
れ
て
い
る
。

バ
ル
ト
は
原
歴
史
の
概
念
を
一
度
は
破
棄
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
し
て
原
歴
史
の
概
念
は
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
オ
!
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
に
お
け
る
「
決
定
的
な
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。そ

れ
以
後
神
学
界
は
こ
の
バ
ル
ト
の
見
解
に
規
定
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
研
究
の
多
く
が
こ
の
原
歴

史
の
概
念
に
集
中
た
こ
と
と
、
彼
に
つ
い
て
の
研
究
が
バ
ル
ト
と
の
関
係
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
確

ラ
ー
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

か
に
「
原
歴
史
」
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
H
・
シ
ン
ト

バ
ル
ト
の
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
理
解
は
、
彼
の
結
論
の
よ
う
に
「
誤
解
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
さ

明
ら
か
に
「
不
十
分
」
で
あ
る
。
初
期
バ
ル
ト
が
そ
の
文
化
批
判
と
終
末
論
の
強
調
の
故
に
オ

Finis Christianismi 

ら
に
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

i
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
を
吸
収
し
得
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
バ
ル
ト
に
お
い
て
は
オ

l
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク
の
思
想
の

意
図
は
明
瞭
に
は
さ
れ
て
い
な
い
し
、

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
史
的
な
系
譜
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
バ
ル
ト
は
原
歴
史
の
概
念
に
集
中

311 

し
た
。
そ
し
て
そ
の
影
響
は
今
日
に
至
る
ま
で
神
学
界
に
広
く
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
は
神
学
的
に
は
、
「
原



歴
史
」
の
概
念
に
つ
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
彼
の
思
想
の
意
義
は
バ
ル
ト
に
こ
の
概
念
を
提
供
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
で
は
な
く
、

オ
i
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
自
身
の
思
想
の
意
図
を
、
彼
自
身
の
思
想
に
却
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

312 

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
っ
か
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
彼
の
思
想
史
的
な
位
置
を
考
え
る
時
に
決
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
。

う
に
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
「
か
の
時
代
の
哲
学
と
神
学
と
に
固
有
の
場
所
を
要
求
し
て
い
る
」
思
想
家
で
あ
る
。

一
コ
ラ
ウ
ス
・
ペ

l
タ

l
が
言
う
よ

そ
れ
で
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
の
中
心
的
な
モ
テ
ィ

l
フ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、

わ
れ
わ
れ

は
ま
ず
次
の
よ
う
な
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
自
身
の
言
葉
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
私
が
こ
れ
ま
で
知
り
得

た
こ
と
に
つ
い
て
、
よ
く
よ
く
考
え
な
お
し
て
み
る
と
、
私
の
天
職
と
い
う
の
は
、
近
代
神
学
か
ら
文
化
を
解
放
し
て
や
る
こ
と

(NR
回
中

同
吋
旦
ロ
ロ
ロ
肉
色
。
円
同
己
宮
吋

ι

〈
。
ロ
品
。
吋
目
。
門
目
。

5
0ロ
吋

Fg-。
位
。
)
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
と
き
お
り
す
る

の
で
あ
る
」
。
あ
る
い
は
ま
た
「
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
終
罵
(
片
山
口
貯
の
『
ユ
丘
町
内
百
円
ω
百
円
)
を
告
知
す
る
こ
と
、
私
が

な
す
べ
き
こ
と
は
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
二
点
に
オ

i
フ
ァ

l
べ
ッ
ク
の
思
想
の
意
図
が
集
約
き

れ
て
い
る
と
い
う
の
が
本
論
の
見
解
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
彼
の
自
伝
的
な
文
章
に
も
同
じ
言
葉
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、

ま
た
彼
が
生
前
白
か
ら
出
版
し
た
著
作
の
主
題
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
原
歴
史
も
ま
た
こ
の
視
点
の
も
と
で
考
察
さ
れ
る
時
に
、

そ
の
意

図
が
明
ら
か
に
な
る
。

M
・
ハ
イ
デ
ガ

l
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
「
神
学

の
キ
リ
ス
ト
教
性
の
問
題
」
、
あ
る
い
は
「
神
学
の
学
問
性
」
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
を
論
じ
た
「
現
象
学
と
神
学
」
の
中
で
、

ニ
l
チ
ェ
の



『
反
時
代
的
考
察
』
の
第
一
編
と
並
ん
で
、
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の

示
唆
を
与
え
る
も
の
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

H
・
G
・
ガ
ダ
マ

l
の
記
憶
に
よ
れ
ば
マ

l
ル
グ
ル
ク
の
神
学
部
の
学
生
と
教
師
に
「
フ

『
今
日
の
神
学
の
キ
リ
ス
ト
教
性
』
が
こ
の
間
題
に
つ
い
て
「
重
要
な

ラ
ン
ツ
・
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
徹
底
的
な
自
己
懐
疑
を
呼
び
出
し
、
神
学
に
そ
の
任
務

l
l
人
を
信
仰
に
つ
か
せ
、
人
を
信
仰
の
中
に
守

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
言
葉
を
見
い
だ
す
と
い
う
任
務
ー
ー
に
つ
け
」
と
「
力
を
こ
め
て
」
語
っ
た
と
い
う
。
ガ
ダ
マ

l
は
「
こ
の
発
言

そ
れ
と
も
是
認
で
あ
っ
た
の
か
」
と
判
断
を
保
留
し
て
い
る
が
、

は
神
学
の
拒
否
で
あ
っ
た
の
か
、

ハ
イ
デ
ガ

l
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の

思
想
の
中
に
い
わ
ば
「
純
粋
神
学
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
!
の
言
葉
も
ま
た
既
に
述
べ
た
よ
う
な
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ

ク
自
身
の
言
葉
に
照
ら
し
て
み
る
時
に
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
「
近
代
神
学
か
ら
文
化
を
解
放
す
る
こ
と
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
の
終
駕
」
い
う
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
自
身
に
よ
る
二
つ
の
命
題

に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
の
見
取
り
図
を
描
き
出
す
こ
(
旬
、
そ
れ
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。
オ

l
フ
ァ

i
ベ
ツ
ク
は
確
か
に
体
系
的
な
著
作
を

残
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
未
完
の
著
作
や
死
後
出
版
さ
れ
た
も
の
も
含
め
、
断
片
的
な
も
の
が
多
い
。
ま
た
彼
の
著
作
範
囲
は
原
始
キ
リ
ス

ト
教
史
か
ら
初
代
教
会
史
の
み
な
ら
ず
近
代
神
学
や
哲
学
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
上
記
の
視
点
か
ら
彼
の
思
想
を
見
渡
す
時
に
、

わ
れ
わ

れ
は
彼
の
思
想
の
意
図
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

2 1 

F
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R
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z
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以
下
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略
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ω
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∞
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出
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ロ
色
句
"
国
ω耳目
M
gロ仏

O〈
mw
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明
日
ロ
回
旦
可
ω
m
N
C円
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ロ
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門目。吋円四日
ω-ow巴
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吋
F
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H
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R
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q
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o
m
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F
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F
g
盟
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p
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p
p
思
ω
∞
や
当
・
の
円
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】
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1
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近
代
神
学
の
文
化
か
ら
の
解
放
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①
神
学
と
キ
リ
ス
ト
教

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
生
前
自
ら
の
手
で
出
版
し
た
主
た
る
書
物
で
あ
る
『
今
日
の
神
学
の
キ
リ
ス
ト
教
性
』
は
そ
の
初
版
が
一
八
七
三

年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
に
お
け
る
議
論
で
、
本
論
と
の
関
係
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
提
起
し
て

い
る
神
学
の
学
問
性
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
実
際
論
じ
ら
れ
て
お
る
こ
と
は
神
学
の
学
問
性
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
と

い
う
よ
り
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
神
学
と
い
う
学
聞
が
果
た
し
て
成
立
し
得
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
、
よ
り
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
。

果
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
厳
密
に
は
福
音
は
神
学
を
必
要
と
し
た
の
か
と
い
う
聞
い
で
あ
る
。

オ
l
フ
ァ

i
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
元
来
神
学
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
「
完
全
に
水
と
油
の
よ
う
な
関
係
」
に
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
彼
の

議
論
の
出
発
点
で
あ
る
。
一
般
に
は
信
仰
が
神
学
を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

9
2
0
5ロ門戸

g
こ
a
q
a
g島
巳

ωmg門出)、

あ
る
い
は
逆
に
「
神
学
な
く
し
て
教
会
な
し
」
(
口
。

38-。
m
F
B
ゎ
E
門
前
)
と
い
っ
て
両
者
の
関
係
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
オ
ー

フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
神
学
が
信
仰
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
同

時
に
今
日
の
神
学
に
、
信
仰
に
つ
い
て
何
事
か
を
語
る
権
利
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
神
学
が
:
:
:
信
仰
を
知
識
と
結

そ
れ
は
ま
っ
た
く
非
宗
教
的
な
行
為
と
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
神
学
的
な
営
み

び
つ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

と
は
、
宗
教
的
な
関
心
と
は
別
な
営
み
が
そ
こ
に
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
「
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
関
心
が
生
じ



な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
は
神
学
は
成
立
し
な
か
っ
た
」
と
オ
!
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
彼
の
当
時
の
神
学
と
キ
リ
ス
ト

教
に
対
す
る
批
判
が
始
ま
る
。

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
す
る
根
拠
は
、
彼
の
議
論
が
い
つ
で
も
そ
こ
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
な
る
原
始
キ
リ
ス
ト

に
お
け
る
「
終
末
意
識
」
に
あ
る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
意
識
、
あ
る
い
は
再
臨
信
仰
が
、
現
世
否
定
的
な
態
度
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
確
信
は
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
意
識
に
あ
り
、
こ
の
意
識
の
後
退

は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
の
退
廃
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
学
も
ま
た
現
世
を
生
き
る
知
性
の
営
み
で
あ
る
と
い
う
点
で
、

こ
の
意
識
に
反
す
る
の
で
あ
り
、
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
的
と
は
言
え
な
い
も
の
だ
と
彼
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

W
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
言

う
通
り
そ
こ
に
オ

i
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
主
張
の
核
心
が
あ
る
の
で
あ
り
、
「
本
当
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

終

末
論
に
も
と
づ
い
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
世
俗
否
定
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
俗
否
定
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
が
世
俗
の
中
に
、

ま
た
文
化
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
自
体
が
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
の
否
定
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
オ
!
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク

に
よ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
神
学
も
、
既
に
教
父
の
時
代
か
ら
、
宗
教
に
お
け
る
サ
タ
ン
の
よ
う
な
存
在
と
考
え
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
オ

l
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク
が

B
・
ベ
ル
リ

l
ヌ
が
編
集
し
た
『
中
世
ス
コ
ラ
主
義
の
前
史
及
び
少
壮
時
代
』

の
中
で
、
神
学
の
ス
コ

Finis Christianismi 

ラ
化
を
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
分
析
し
、

そ
れ
を
神
学
の
発
展
と
し
て
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
本
来
的
な
も
の
の
喪
失
の
歴
史

と
し
て
記
述
し
た
こ
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
こ
の
種
の
議
論
は
彼
の
死
後
出
版
さ
れ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
』

の
中
に
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

オ
l
フ
ァ

i
ベ
ッ
ク
に
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よ
れ
ば
「
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
信
仰
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
こ
と
を
意
味
し
て



は
な
い
」
。
そ
れ
は
終
末
の
信
仰
で
あ
り
、
こ
の
世
の
知
恵
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
神
学
は

あ存
る2在
。し

て

な
か
ペコ

た
し

正
し
く
い
う
な
ら
ば
「
イ
エ
ス
が
生
き
て
い
た
時
代
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で

318 

性
』
の
中
で
は
確
か
に
そ
の
開
始
を
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
の
中
に
、

そ
れ
で
は
い
つ
信
仰
の
神
学
化
、
福
音
の
異
質
化
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
今
日
の
神
学
の
キ
リ
ス
ト
教

と
り
わ
け
ク
レ
メ
ン
ス
や
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
見
て
い
る
し
、
『
キ
リ

ス
ト
教
と
文
化
』

の
中
で
も
、

と
り
わ
け
二
、
三
世
紀
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
グ
ノ

l
シ
ス
と
の
戦
い
の
中
で
、
グ
ノ

l
シ
ス
の
立
場
を

批
判
し
た
キ
リ
ス
ト
教
が
、
信
仰
の
立
場
か
ら
、
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
こ
と
に
信
仰
の
立
場
へ
と
移
行
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま

っ
た
と
述
べ
て
い
討
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
は
救
い
の
た
め
に
必
要
な
福
音
の
み
な
ら
ず
、
グ
ノ

l
シ
ス
と
の
戦
い
の
後
、
「
誤
り
と
言

い
渡
さ
れ
た
グ
ノ

l
シ
ス
と
並
べ
て
さ
ら
に
ひ
と
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
神
学
が
こ
れ
こ
そ
真
の
グ
ノ

l
シ
ス
だ
と
し
て
提
案
さ
れ
た
」
こ
と

に
よ
っ
て
、
福
音
の
異
質
化
が
始
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
と
い
う
。

ニ
ク
ラ
ウ
ス
・
ぺ

l
タ

l
も
こ
の
二
つ
の
書
物
に
お
け
る
オ
!
フ
ァ

こ
の
議
論
の
出
発
点
を
福
音
の
グ
ノ
!
シ
ス
と
の
戦
い
に
見
い
だ
し
て
い
る
。

ー
ベ
ッ
ク
自
身
の
言
葉
の
故
に

し
か
し
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
使
徒
行
伝
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
の
中
で
、

さ
ら
に
『
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
』
に
は
組
み
込
ま
れ
な
か
っ

た
他
の
百
円
♀

g
F
R
-
g
Dの
資
料
の
中
で
も
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
、
福
音
の
異
質
化
の
大
き
な
別
の
ひ
と
つ
の
要
因
と
し
て
ル
カ
が

彼
の
福
音
書
の
第
二
巻
、
す
な
わ
ち
使
徒
行
伝
を
書
い
た
こ
と
の
中
に
も
見
て
い
討
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ル
カ
が
福
音
書

の
歴
史
を
歴
史
叙
述
の
対
象
と
み
た
か
ぎ
り
で
い
っ
て
も
、
福
音
書
の
続
き
と
し
て
使
徒
行
伝
を
付
け
加
え
る
と
い
う
彼
の
発
想
ほ
ど
、
福

音
書
の
歴
史
に
つ
い
て
の
彼
の
理
念
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
世
界
史
的
次
元
に
関
す
る
不
手
際
で
あ
り
、

ノレ
カ



が
そ
の
対
象
に
対
し
て
犯
し
た
も
っ
と
も
過
度
の
誤
れ
る
見
解
で
あ
る
。
歴
史
で
な
い
も
の
を
、

ル
カ
は
歴
史
的
に
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
は

い
な
い
も
の
を
、

つ
ま
り
、

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
ル
カ
に
よ
る
福
音
の
歴
史
化
は
あ
ら
ゆ

る
誤
り
の
出
発
点
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
彼
は
福
音
と
歴
史
と
を
対
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
福
音
と
は
、
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
再
臨
、

そ

し
て
世
界
の
終
わ
り
に
つ
い
て
の
信
仰
で
あ
り
、

そ
れ
は
歴
史
、
す
な
わ
ち
現
世
に
対
す
る
関
心
を
欠
い
て
お
り
、

そ
れ
故
に
、
福
音
の
歴

史
化
を
語
る
ル
カ
は
、
福
音
と
い
う
対
象
に
対
す
る
大
き
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
オ

l
フ
ァ

i

ベ
ッ
ク
は
福
音
の
歴
史
化
、

つ
ま
り
福
音
の
歴
史
と
の
結
び
つ
き
を
、
信
仰
の
事
柄
と
現
世
と
の
結
び
付
き
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
ル
カ
の
神
学
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
に
、
既
に
彼
が
『
今
日
の
神
学
の
キ
リ
ス
ト
教
性
』

の
中
で
考

え
て
い
た
よ
う
な
、
問
題
が
先
取
り
さ
れ
て
い
た
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
彼
自
身
も
そ
う
言
っ
て
い
る
時
期
も
あ
る
の
だ
が
)
、
彼
を
チ
ュ

l
ビ
ン
ゲ
ン
学
派
と
見
な
す
よ
う
な
見

解
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
刊
。
す
な
わ
ち
彼
が

C
・
パ
ウ
ル
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
原
始
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
共
有
し

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
見
方
は

て
い
る
と
は
言
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、

m
 

n
 

ユ
ダ
ヤ
教
的
な
キ
リ
ス
ト
教
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
な
キ
リ
ス
ト
教
と
が
、
ま
さ
に
弁
証
法
的
な
正
と
反
と
を
構
成
し
て
お
り
、
・
山h

 c
 

n
 

F
 

そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
見
解
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

パ
ウ
ル
に
よ
れ
ば
原
始

キ
リ
ス
ト
教
は

そ
れ
を
合
へ
と
も
た
ら
せ
た
の
が
使
徒
行
伝
の
神
学
思
想
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
明
ら
か
に
そ
の
よ
う
な

理
解
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
単
純
な
図
式
化
を
拒
否
し
た
の
で
あ
り
、
思
想
的
に
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
し
た
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
の
は
形
容
矛
盾
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
針
。

そ
し
て
既
に
述
べ
た
通
り
ル
カ
文
書
に
お
い
て
既
に
始
ま
っ
て
い
た
福
音
の
異
質
化
は
、
グ
ノ

i
シ
ス
と
の
対
決
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を

319 



通
し
て
決
定
的
な
仕
方
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
そ
の
対

決
の
後
、
一
方
で
「
カ
ノ
ン
」
の
確
認
に
よ
っ
て
、
知
識
か
ら
の
攻
撃
か
ら
身
を
守
ろ
う
と
し
た
料
、
他
方
で
、
「
ひ
と
は
信
仰
の
立
場
か

ら
知
識
の
立
場
へ
と
自
己
を
高
め
る
必
要
性
」
を
考
え
た
。
し
か
し
そ
の
際
に
オ

l
フ
ェ

i
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
「
純
粋
に
信
仰
的
な
立
場
の

宗
教
的
な
関
心
と
知
識
へ
と
そ
れ
ら
の
立
場
へ
と
自
己
を
高
め
る
こ
と
の
矛
盾
」
を
改
め
る
感
じ
る
中
で
両
者
の
異
質
性
を
知
ら
さ
れ
た
の

320 

だ
と
い
う
。
そ
れ
故
に
学
問
と
し
て
の
神
学
や
、
知
識
と
し
て
の
信
仰
は
、
「
一
種
の
暴
力
に
よ
ら
ず
し
て
は
教
会
の
中
に
入
っ
て
く
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
」
の
だ
と
彼
は
述
べ
た
。

そ
し
て
オ

l
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク
の
時
代
に
ま
で
至
る
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
今
日
神

学
が
直
面
し
て
い
る
危
機
」
は
、
決
し
て
時
代
の
問
題
で
も
、
「
近
代
」
と
「
神
学
」
と
の
対
立
の
問
題
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

そ
し
て
こ
の
関
係
は
中
世
、
近
代
、

教
の
信
仰
は
、
本
来
の
姿
に
お
い
て
は
、

そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
現
世
否
定
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
へ
の
敬
慶
な
期
待
の
故
に
、
「
神
学
」

に
対
し
て
は
「
明
ら
か
な
敵
対
心
」
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
融
合
さ
れ
た
り
、
止
揚
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
今
日
の
神
学
の
根
本
問
題
の
根
が
あ
る
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
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30 

当
Z
国
広
・
H
H
U
H

②
D

・F
-
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
批
判

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
信
仰
と
神
学
と
の
関
係
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
い
わ
ゆ
る
批
判
的
神
学
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ

ス
批
判
の
中
に
典
型
的
に
現
れ
出
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ツ
ク
を
批
判
的
神
学
の
系
譜
に
入
れ
る
こ
と
柄
、
い
わ
ゆ
る
へ

l

ゲ
ル
左
派
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
(
針
。
『
今
日
の
神
学
の
キ
リ
ス
ト
教
性
』
は
一
八
七
三
年
に
出
版

さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
同
じ
年
に
、
同
じ
出
版
社
か
ら
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ

l
チ
ェ
の

る
。
第
一
篇
は
他
で
も
な
い
一
丁
l

チ
ェ
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
批
判
の
書
な
の
で
あ
じ
。
し
か
し
両
者
は

の
で
あ
る
が
)
共
同
戦
線
で
戦
っ
た
の
で
は
な
行
、
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ツ
ク
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
批
判
は
、

『
反
時
代
的
考
察
』

の
第
一
篇
が
出
版
さ
れ
て
い

(ニ

l
チ
ェ
自
身
は
そ
う
考
え
て
い
た

一l
チ
ェ
の
そ
れ
と
は
方
向
に
お
い

て
あ
る
種
の
一
致
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
そ
れ
は
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
ニ
1
l
チ
ェ
と
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
当
時
の
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
的
教
養
が
普
仏
戦
争
の
勝
利
を
ド
イ
ツ
精
神
の
勝
利
と
見
な
し
、

市
民
的
な
幸
福
に
酔
い
し
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
ぷ
。
ま
た
両
者
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
『
古
い
信
仰
と
新
し
い
信
仰
』
の
中
に
そ
の

典
型
的
な
姿
を
見
い
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
も
い
る
。

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
『
古
い
信
仰
と
新
し
い
信
仰
』
に
お
い
て
提
示
し
た
自
ら
の
立
場
は
、

ダ

l
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
影
響
や
、

さ
ら
に
自
然
科

学
的
な
学
問
態
度
に
影
響
を
受
け
た
実
証
主
義
の
立
場
で
あ
り
、

判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
も
っ
て
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
「
古
い
信
仰
」
と
し
て
批

っリ2
 

n
d
 

へ
l
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
「
古
い
信
仰
」
と
共
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
い
う
「
新
し
い
信
仰
」
が
対
置
さ
れ
る
。
そ
れ
は
世
界
の
因
果
関
係
や
必
然
性
を
「
理
性
的
信
仰
」
と

へ
の
信
仰
の
こ
と
で
あ
る
。

み
な
し
た
、
「
神
l

宇
宙
i

理
性
」

324 

一一l
チ
ェ
は
『
反
時
代
的
考
察
』

の
中
で
こ
の
書
物
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
立
場
を
感
情
的
に
批
判
し
て
い
る
。

オ

ー
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
そ
れ
は
ニ

l
チ
ェ
に
対
し
て
よ
り
神
学
史
的
で
あ
り
、

そ
の
中
に
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
立
場
を
典
型
的
に
見
い
だ
せ

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』

3
8
F
o
σ
g
r
ω
己
)

の
中
で
展
開
し
た
、
イ
エ
ス
の
運
命
の
解
釈
に
批

判
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
既
に
述
べ
た
よ
う
な
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
「
新
し
い
信
仰
」
の
中
で
提
示
し
た
世
俗
主
義
的
な
態
度
や

文
化
肯
定
的
な
態
度
に
つ
い
て
も
、
単
純
に
そ
れ
を
批
判
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
批
判
的
神
学
」
の

キ
リ
ス
ト
教
が
元
来
持
っ
て
い
る
よ
う
な
世
界
に
対
す
る
観
照
的
な
態
度
を
否
定
す
る

そ
れ
を
現
世
か
ら
取
り
除
い
て
し
ま
う
こ
民
」
や
、
他
方
で
「
世
俗
化
し
た
神
学
が
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
的
な
態
度
で
あ
る
現
世

否
定
を
喪
失
し
て
し
ま
刊
」
こ
と
に
対
し
て
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
オ

l
フ
ァ

i
ベ
ツ
ク
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

立
場
は

一
方
で
「
伝
統
的
、

正
統
的
な
神
学
が
、

こ
と
で
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
立
場
に
た
い
し
て
次
の
二
点
に
お
い
て
批
判
的
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
第
一
に
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
彼
の
言
う
「
新
し
い
信
仰
」
に
基
づ
い
て
、
道
徳
化
し
、
ま
た
極
度
に
人
間
主
義
化
し
た
「
古
い
信
仰
」
に
対

そ
し
て
戦
争
や
労
働
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
に

し
て
、
国
家
や
政
治
の
問
題
、

よ
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
立
場
で
あ
れ
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、

そ
の
よ
う
な
文
化
や
世
俗
の
問
題
と
決
別
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た

の
で
あ
り
、
問
題
は
「
新
し
さ
」
と
「
古
さ
」
と
い
、
コ
よ
う
な
区
別
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
信
仰
は
、

い
か
な
る
思
想
傾
向
や
神
学
的



な
立
場
と
も
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
こ
と
の
で
あ
針
。
ま
た
第
二
に
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
人
聞
が
承
認

し
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
教
義
と
神
話
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
説
。
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ツ
ク
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教

カ
ル
な
終
末
待
望
と
、

そ
の
よ
う
な
教
会
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
教
義
で
も
、
生
み
出
さ
れ
た
神
話
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
核
心
は
、
ラ
デ
ィ

そ
れ
に
基
づ
く
現
世
拒
否
と
い
う
態
度
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
信
仰
と
、
教
会
が
生
み
出
し
た
教
義
や
現
世
と
結
び
つ

と
は
、

い
た
信
仰
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
し
た
よ
う
に
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
態
度
や
禁
欲
的
な
性
格
を
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
批
判

と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
信
仰
と
は
元
来
そ
れ
ら
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
オ

i
フ
ァ
!
ベ
ッ

ク
は
い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
神
学
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
議
論
は
、
た
と
え
ば
歴
史
的
・
批
判
的
研
究
の
問
題
性
が
提

起
さ
れ
る

そ
れ
以
前
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
る
。

(
1
)

云
mw円
江
口
固
め
ロ
吋
M
J

司
自
ロ
NCJ12σ
めの
}nH，
F
g
]。柱。
ω兄
何
色
町
山

ODω
ロ円四一回目
ω件
。
ミ
山
口

p
o
H，
F
o
c
m
z
o同
司
自
白
N
O〈
q
σ
R
W
W
5
8
(
こ

れ
は
巴
∞
N

年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
の
改
訂
版
で
あ
る
)
の
立
場
や
、
柏
原
啓
一
氏
は
オ

l
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク
を

「
批
判
神
学
」
の
系
譜
に
数
え
て
い
る
(
『
ニ

l
チ
ェ
事
典
』
一
九
九
五
年
、
弘
文
堂
、
五
二
五
頁
)
。

(
2
)

当
・
間
以
E
p
n
F円
E
8
2
5
己
互
の
g
岳
山
岳

Z
Z日
早
SNCJ10号ゅの}内
w

巴

ωω
・開ユ
m
g
m
g
L
8
0
の
中
で
そ
の
よ
う
な
見
方
を
提
示
す
る

が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
誤
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
3
)

』。
FD
巴
宮
門
件
当
口
ω。
p
。。

F
冨
g
R
F
S仏
当
o
p
g日司吋山口
N
O
S号
R
r
h
O
5
5
R
∞
民
同
・
に
お
け
る
両
者
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
観
の

分
析
を
参
照
の
こ
と
。
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吋洋ょh

ω 包 N
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tv ・
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ER亘
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ド+、

文
化
と
キ
リ
ス
ト
教

以
上
の
よ
う
な
議
論
の
帰
結
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
社
会
へ
の
批
判
が
開
始
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

の
真
の
姿
が
既
に
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
文
化
と
の
結
び
つ
き
、

キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
、

キ

時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
方
へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
否
定
と
な
る
。

ス
ト
教
的
な
道
徳
と
い
う
も
の
は
本
来
結
び
つ
く
は
ず
の
な
い
二
つ
の
も
の
が
結
び
付
い
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
そ
の

そ
れ
が
た
と
え
ば
、
「
ピ
ス
マ
ル
ク
の
宗
教
と
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
」

へ
の
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
オ

i
フ
ァ

i
べ

へ
の
批
判
と
い
う
形
で
表
れ
出
る
。
具
体
的
に
は
、

ひ
と
つ
の
「
道
徳
と
化
し
た
神
学
」

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
、
「
市

民
的
道
徳
」
と
な
り
得
る
わ
け
が
な
い
と
い
う
の
が
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ツ
ク
の
主
張
な
の
で
あ
じ
。
元
来
キ
リ
ス
ト
教
は
現
世
を
否
定
し
た
の

で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
知
識
と
は
、
具
体
的
に
は
「
死
の
知
謀
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
世
と
対
立
し
、
「
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
な
ど
で

き
な
い
」
知
識
な
の
で
あ
る
。

ツ
ク
の
問
題
意
識
は
そ
こ
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

い
わ
ゆ
る
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
宗
教
」
と
は
、
彼
の
死
後
出
版
と
な
っ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
』
に
収
録

さ
れ
た
断
片
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
世
の
知
恵
や
道
徳
」
と
し
て
の
宗
教
で
あ
り
、
「
あ
ら
ゆ
る
こ
の
世
的
な
も
の
の
総
体
の
た
め
に
求
め
ら
れ

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
い
う
、
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て
い
る
宗
教
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
ビ
ス
マ
ル
ク
政
権
の
中
で
、

ド
イ
ツ
国
民
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
と
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
生
き
る
こ
と

ま
た
そ
の
よ
う
な
生
の
た
め
の
「
根
拠
」
を
与
え
る
よ
う
な
宗
教
で
あ
る
。

328 

が
「
ま
っ
た
く
の
矛
盾
な
く
」
、

中
で
、 ま

た
こ
の
批
判
は
彼
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
理
解
の
中
に
も
典
型
的
に
現
れ
出
て
い
る
。
同
じ
『
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
」
の
一
つ
の
断
片
の

オ
l
フ
ァ

l
べ
ツ
ク
は
自
ら
の
立
場
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
立
場
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
て
い
説
。
す
な
わ
ち
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ツ
ク

に
よ
れ
ば
、
、
JI--

・
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
批
判
者
を
装
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
い
う
。
「
そ
の
際
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
は
あ
た
か

も
自
分
自
身
の
足
で
立
ち
、
今
や
キ
リ
ス
ト
教
を
目
が
け
て
飛
び
か
か
り
そ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
彼
は
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
に
足
場

を
固
め
て
か
ら
で
な
い
と
そ
れ
を
や
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
を
攻
撃
し
て
は
い
な
い
の
だ
。
し
か
も
あ
る
意
味
で
は

彼
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
人
々
よ
り
も
、
彼
の
方
が
攻
撃
す
る
権
利
が
少
な
い
位
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
悪
し
き
擁
護
者
の
方
が
、
論
議
の
余

キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
す
る
権
利
を
依
然
と
し
て
持
っ
て
い
る
」
。

地
の
な
い
、
自
分
自
身
の
目
に
さ
え
議
論
の
余
地
の
な
い
擁
護
者
よ
り
も
、

そ
れ
に
対
し
て
オ

l
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク
は
自
分
の
立
場
は
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
の
よ
う
な
、

キ
リ
ス
ト
教
を
主
張
し
て
い
な
が
ら
そ
れ
を
攻
撃

す
る
人
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
私
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
攻
撃
せ
ず
に
お
く
。
同
時
に
私
は
神

学
者
と
し
て
口
を
利
く
が
、
も
ち
ろ
ん
神
学
者
に
だ
け
は
な
ろ
う
と
思
わ
な
い
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
の
改
革
者
と
い
う
逆
説

的
な
看
板
の
も
と
に
口
を
利
い
て
い
る
。
私
は
そ
ん
な
こ
と
は
夢
に
も
考
え
な
い
。
し
か
し
ま
た
わ
た
し
は
自
分
の
た
め
に
役
に
立
て
て
い

る
神
学
を
改
革
し
よ
う
と
も
思
わ
な
い
。
私
は
そ
の
空
し
さ
を
す
で
に
そ
れ
自
体
と
し
て
認
め
て
い
る
。
単
に
そ
れ
の
一
時
的
な
完
全
な
腐

敗
状
態
と
そ
れ
の
基
盤
に
異
議
を
唱
え
る
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
を
私
は
さ
し
あ
た
り
無
条
件
に
放
置
す
る
」
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ

る



確
か
に
後
期
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
も
ま
た

一
道
徳
に
な
り
さ
が
っ
て
し
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
た
。
そ
の
点
で

は
キ
リ
ス
ト
教
文
化
批
判
や
現
世
的
な
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と
い
う
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
立
場
と
同
じ
視
点
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
と
自
ら
の
立
場
の
違
い
を
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
が
、
な
お
も
キ
リ
ス
ト
教
の
再
建
や
改
革

を
願
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
自
分
は
現
世
に
存
在
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
そ
の
も
の
の
意
味
を
見
い
だ
せ
な
い
で
い
る
点
に
見
て
い
る
の

で
あ
る
。
オ

i
フ
ァ

i
ベ
ッ
ク
は
逆
説
的
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
最
も
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
で
は
な
い

こ
と
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
神
学
の
課
題
は
、
あ
る
い
は
真
の
神
学
者
で
あ
る
こ
と
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
終
意
」
(
片
山
巳
ω

わ
『
江
ω丘
町
当
日
ω
自
由
)
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
時
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
神
学
が
イ
エ
ス
神
話
論
の
よ
う
に
、

キ
リ
ス
ト
教
を
幻
想
と
し
て
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
自
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
外
に
立
っ
て
い
る
の
で
も

な
し五

(
彼
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
に
対
す
る
見
方
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
。
彼
は
真
に
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
も
し

人
が
彼
を
神
学
者
と
呼
ぶ
の
な
ら
ば
、
「
神
学
者
と
し
て
」
誠
実
に
そ
の
任
務
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
福
音
は
い
か

な
る
現
世
的
な
も
の
と
も
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
し
、
国
家
に
承
認
さ
れ
、
修
道
院
の
中
に
生
き
延
び
、
あ
る
い
は
そ
の
時
代
の
道
徳
と

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
こ
の
点
で
は
、
神
学
史
的
に
見
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば
ビ
ス
マ
ル
ク
の
宗
教
の
デ
グ
マ
テ
ィ
カ
ー
で
あ
る

フ
ァ

l
ベ
ツ
ク
自
身
も
考
え
て
い
的
)
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
を
批
判
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
刊
。
そ
の
意
味
で
『
キ
リ
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な
る
こ
と
で
生
き
延
び
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
教
と
は
言
え
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
彼
が
語
る
こ
と
で
言
お
う
と
し
て
い
た
こ

と
な
の
で
あ
る
。

(
と
オ

l

ス
ト
教
と
文
化
』
を
編
集
し
た

C
・
A
-
ベ
ル
ヌ

i
リ
が

一
九
世
紀
精
神
史
の
記
述
断
片
集
に
お
い
て
、

ビ
ス
マ
ル
ク
に
続
い
て
リ
ッ
チ
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ュ
ル
に
つ
い
て
の
断
片
を
配
置
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
適
切
な
こ
と
で
あ
る
。

リ
ッ
チ
ュ
ル
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
は
人
聞
の
意
志
が
行
う
価
値
評
価
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
新
カ
ン
ト
派
に
基
礎
付

330 

け
ら
れ
た
神
学
に
お
い
て
は
神
は
実
践
理
性
の
要
請
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
い
う
神
的
な
も
の
は
宗
教
的
な
価
値
判
断
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
故
に
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
宗
教
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で

は
人
聞
が
崇
拝
し
て
い
る
崇
高
な
精
神
的
な
力
を
助
け
と
し
て
、
矛
盾
の
解
決
が
目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
矛
盾
は
人
間
が
自

己
を
自
然
界
の
一
部
と
し
て
見
い
だ
す
と
共
に
、

な
の
で
あ
る
」
。

そ
の
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
主
張
す
る
精
神
的
な
人
格
と
し
て
も
見
い
だ
す
と
い
う
矛
盾

つ
ま
り
宗
教
は
人
聞
が
自
然
に
対
し
て
、
精
神
と
し
て
、
あ
る
い
は
道
徳
的
な
主
体
と
し
て
あ
る
時
に
、
自
然
に
対
す
る

優
位
を
人
間
に
与
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
お
い
て
は
宗
教
的
な
言
述
は
価
値
評
価
を
す
る
意
志
に
よ
る
判
断
、
す

な
わ
ち
道
徳
的
な
領
域
の
事
柄
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
学
、
あ
る
い
は
宗
教
の
道
徳
化
が
、

ピ
ス
マ
ル
ク
の
宗
教
に
基
礎
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
ニ

l
チ
ェ
の
キ
リ
ス
ト

教
批
判
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
リ
ッ
チ
ュ
ル
批
判
は
ニ

l
チ
ェ
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
オ

l
フ
ァ

l

ベ
ツ
ク
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
を
批
判
し
的
。
一
了
チ
ェ
は
イ
エ
ス
の
福
音
か
ら
外
れ
て
単
な
る
道
徳
性
に
な
っ
た
姿
を

「
大
衆
向
け
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
と
語
っ
た
が
、
オ
!
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
そ
の
点
で
は
視
点
を
共
に
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
オ

l

フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
福
音
は
現
世
の
道
徳
的
な
基
盤
で
は
な
く
、

学
」
、
あ
る
い
は
神
学
と
い
う
名
を
否
定
し
て
の
「
否
定
的
神
学
」
の
試
み
で
あ
っ
た
。

い
わ
ば
「
死
の
知
識
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
純
粋
神
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2 

キ
リ
ス
ト
教
の
終
吾
川

オ
l
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク
が
自
ら
の
課
題
と
し
て
考
え
て
い
た
第
こ
の
こ
と
は
、
「
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
終
罵
を
告

知
す
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
第
一
の
問
題
と
切
り
離
さ
れ
た
問
題
で
は
な
く
、

ひ
と
つ
の
問
題
意
識
の
二
つ
の
側
面
な

の
で
あ
る
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
何
に
終
わ
り
を
告
げ
よ
う
と
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
に
終
わ
り
を
告
げ
よ
う
と

し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
な
ぜ
終
わ
り
を
告
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

彼
が
キ
リ
ス
ト
教
は
本
来
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
意
識
の
故
に
、
現
世
や
歴
史
に
関
心
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
時
に
、

の
現
実
と
、

こ
の
現
実
を
歴
史
と
し
て
認
識
す
る
見
方
は
、
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
を
結
び
つ
け
た
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教

と
現
世
、
キ
リ
ス
ト
教
と
歴
史
と
を
結
び
つ
け
た
誤
っ
た
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
「
キ

リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
最
も
関
心
あ
る
事
柄
は
、
断
念
(
。
『
ロ

B
R
Z
)
と
い
う
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
世
界
を
支
配

で
き
な
い
と
い
う
事
実
」
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
の
最
た
る
関
心
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
持
っ
て
た
終
末
観
、
す
な
わ
ち
「
最
後
の
事
柄
に
つ
い
て
の
知
識
」
は
、

い
わ
ば
「
死
の
知
識
」
で
あ
り
、

の
も
の
や
、
世
界
の
支
配
、
あ
る
い
は
歴
史
的
発
展
な
ど
に
興
味
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
と
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
い
う
。
「
キ
リ

ス
ト
教
と
は
、
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
弟
子
の
信
仰
」
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
そ
れ
以
外
の
も
の
を
き
す
こ
と
は
な
ば
」
。
し
か
し
そ
れ
は
現

世
か
ら
断
絶
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
時
間
を
越
え
て
い
る
」
も
の
で
あ
じ
。
「
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の

.，.. 
、‘ー・

」
の
世
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の
否
定
と
あ
る
種
の
超
歴
史
的
な
世
界
」
の
中
に
「
た
だ
福
音
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
針
。
「
キ
リ
ス
ト
自
身
も
、
キ
リ
ス
ト
が

見
い
だ
し
た
信
仰
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
こ
と
で
、
歴
史
的
な
実
存
を
持
っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
」
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

オ
i
フ
ァ

l
ベ
ツ
ク
は
「
原
歴
史
」
と
呼
必
。
福
音
の
歴
史
化
を
否
定
す
る
彼
が
「
原
『
歴
史
』
」
と
い
う
の
は
矛
盾
し
た
表
現
で
あ
る
が
、

彼
は
こ
こ
で
歴
史
概
念
の
種
類
を
論
じ
て
い
る
で
は
な
べ
。
ま
た
カ

l
ル
・
バ
ル
ト
が
そ
う
し
た
よ
う
に
そ
れ
は
終
末
論
的
な
概
念
と
し
て

用
い
て
い
る
の
で
は
な
吋
。
オ

l
フ
ァ

i
ベ
ツ
ク
は
キ
リ
ス
ト
教
の
本
来
の
姿
を
聞
い
、
「
過
去
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の

唯
一
の
場
所
は
歴
史
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
以
前
の
歴
史
、
す
な
わ
ち
原
歴
対
」
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
福
音
、
ラ
デ
イ

334 

カ
ル
な
終
末
意
識
と
結
び
つ
い
た
、
現
世
否
定
的
な
福
音
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
己
ヤ
の
め
R
F
W
F
Zな
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
こ
で
オ

ー
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
原
歴
史
と
い
う
こ
と
で
言
っ
た
こ
と
は
、
何
か
の
対
立
概
念
で
あ
っ
た
り
、
積
極
的
な
意
味
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
か

そ
し
て
観
察
可
能
性
の
み
が
、

も
歴
史
的
で
あ
る
と
は
一
言
え
な
い
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。

っ
た
。

オ
l
フ
ァ

i
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
「
非
歴
史
的
な
概
念
、
基
準
、

ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

そ
れ
故
に
も
し
ひ
と
が
「
原
歴
史
」
と
い
う
こ
と
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
歴
史
概
念
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

原
歴
史
と
は
元
来
歴
史
を
否
定
す
る
概
念
で
あ
る
し
、

も
の
」
で
あ
る
。

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
「
歴
史
以
前
の
い
わ
ば
腔
芽
の
よ
う
な

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
に
、
教
会
史
の
開
始
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
化
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
終
わ
り
の
開
始
」

音
の
生
命
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
封
。
確
か
に
キ
リ
ス
ト
教
は
今
日
に
至
る
ま
で
そ
の
歴
史
を
展
開
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
「
消

し
去
る
こ
と
」
も
、
「
跳
ぴ
越
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
が
、
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
は
、

で
あ
り
、
福

こ
の
歴
史
意
識
、



す
な
わ
ち
現
世
と
結
び
つ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
キ
リ
ス
ト
教
、
原
歴
史
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
、
す
な
わ
ち
あ
の
「
腔
芽
の
よ
う
な
」

福
音
が
崩
壊
し
て
行
く
姿
な
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
は
こ
の
終
わ
り
、
あ
る
い
は
崩
壊
の
進
行
の
歴
史
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
り
も
し
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
何
ご
と
か
を
語
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
こ
の
「
崩
壊
」
を
語
る

と
い
う
点
で
は
何
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
面
を
持
た
な
い
何
か
を
語
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
と
か
、
啓
示
の
歴

史
性
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
議
論
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
も
う
一
度
注
意
す
べ
き
点
は
、
実
は
終
末
論
な
の
で
あ
る
。

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
時

に
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
意
識
、
す
な
わ
ち
終
末
の
急
接
近
の
意
識
と
、
今
日
の
歴
史
の
進
行
の
意
識
、
す
な
わ
ち
発

展
や
将
来
の
意
識
と
が
異
っ
て
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
「
待
望
」
は
歴
史
的
(
あ

る
い
は
時
間
的
)
な
概
念
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
発
展
段
階
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お

け
る
「
新
し
い
時
代
と
い
う
考
え
方
は
、
要
す
る
に
現
在
が
滅
ん
で
新
し
い
世
界
が
そ
れ
に
取
っ
て
か
わ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
だ
け
可

能
と
な
っ
た
」
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
と
の
対
比
を
試
み
る
。
そ
れ
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
「
同
時
性
」
の
概
念
と

の
関
係
で
あ
る
。
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
八

O
O年
に
わ
た
る
歴
史
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

l
ル
が
言
う
よ
う
な
意

味
で
、

そ
れ
を
跳
ぴ
越
え
、
イ
エ
ス
と
の
「
同
時
性
」
に
生
き
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、

こ
の
一
八

O
O年
の
歴
史
(
オ

ー
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
消
滅
の
歴
史
と
い
う
矛
盾
し
た
言
い
方
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
)

は
、
な
お
も
存
在
し

続
け
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
歴
史
を
跳
ぴ
越
え
た
り
、
消
し
去
る
こ
と
は
神
学
に
は
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ つ
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ス
ト
教
の
神
学
そ
れ
自
体
が
こ
の
歴
史
と
共
に
、
福
音
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
開
始
さ
れ
た
か
ら
で
あ
封
。

そ
れ
故
に
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
、
神
学
者
と
し
て
は

こ
の
消
滅
の
歴
史
を
福
音
か
ら
区
別
し
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
終
罵
」
を
は
っ
き

336 

り
と
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
に
向
か
っ
て
宣
言
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
『
今
日
の
神
学
の
キ
リ

るス
たト
め教
の性
し可 ik= 

わ に
ばお
準い
イ蒲 て
作
業ま
とた

うキ

とス
にト
な教
るさと
。文

化

お

て
展
開
し
た

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
見
方
は
、

」
の
「
終
罵
」
を
告
げ

こ
の
点
で
は
オ

l
フ
ァ

i
ベ
ッ
ク
の
視
点
は
後
に
カ

i
ル
・
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
が
展
開
し
た
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と
共
通
の
視
点
を
持
っ
て
い

る
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
歴
史
と
結
び
つ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
、
文
化
と
結
び
つ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
既
に
古
代
教
会
に

よ
っ
て
始
ま
り
、
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
ま
で
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

あ
る
。

そ
れ
は
無
意
味
な
も
の
と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で

オ
l
フ
ァ

i
ベ
ッ
ク
は
古
代
教
会
に
お
け
る
こ
の
「
区
別
」
の
ひ
と
つ
の
例
を
キ
リ
ス
ト
教
の
素
朴
な
「
再
臨
信
仰
」
が
「
現
世
内
的
ア

ス
ケ

l
ゼ
」
へ
と
変
質
し
た
こ
と
の
う
ち
に
見
て
い
る
。
彼
は
「
現
世
内
的
ア
ス
ケ

l
ゼ
」
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
持
っ
て
い
た
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
終
末
待
望
と
歴
史
と
が
結
び
つ
い
た
形
態
で
あ
る
と
見
た
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
以
後
に
お
い
て
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
国
家
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
た
と
え
ば
殉
教
が
消
滅
す
る
。
そ
れ
は
修
道
院
の
「
日
々
の
殉
教
」
と
い
う
考
え
方
に
継
承
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
が
現

世
や
世
界
の
文
化
や
道
徳
と
化
し
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
は
文
化
よ
り
も
生
き
残
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
」
、
実
際
に
起
こ
っ

た
の
は
「
文
化
が
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
生
き
残
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
彼
は
い
う
の
で
あ
説
。
こ
の
形
態
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
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(

幻

)

当

Z
回己・∞
¥
H
・s
-
H
N
O
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
な
生
活
態
度
は
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
待
望
に
基
礎
付
け
ら
て

お
り
、
そ
れ
故
に
世
界
を
崩
壊
の
時
期
に
さ
し
か
か
っ
た
も
の
と
見
な
し
、
信
仰
持
つ
者
を
世
界
か
ら
逃
避
さ
せ
、
切
迫
し
た
キ
リ
ス
ト
の

出
現
を
待
望
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
再
臨
信
仰
の
一
つ
の
変
化
し
た
形
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
待
望
の

信
仰
は
そ
の
ま
ま
で
は
支
持
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
宮
ω
0・)。

(犯

)
m
m
0・

(却

)

S

0
・
∞
は
・
そ
れ
は
冨

R
1
1
E
E
A
g片
山
岳
自
己

B
の
こ
と
で
あ
る
。

(担

)

S

0
・
こ
の
点
に
注
目
し
た
の
が
』
山
口
問
。
F
Z
L
m
0
・
で
あ
る
。

(幻

)
ω
ω

。-hpN

(お
)
ω
ω
C・
H
円
山
町
内
・

結
び
に
か
え
て
i
|
終
末
論
と
受
肉
論

「
近
代
神
学
か
ら
文
化
を
解
放
す
る
こ
と
」
と
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
終
罵
を
宣
言
す
る
こ
と
」
と
い
う
二
つ
の
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
課
題

を
見
て
き
た
。

」
の
よ
う
な
見
方
は
ま
ず
第
一
に

(
副
次
的
な
こ
と
で
あ
る
が
)

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
「
原
歴
史
」
と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
オ

i
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
像
と
ニ

l
チ
ェ
の
思
想
的
朋
友
オ
!
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
と
い
う
像
に
修
正
を
要
求
す
る
。
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オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
を
「
復
活
の
異
教
的
な
伝
道
者
」
と
呼
ぴ
、

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
)
、
彼
を
「
神
学
者
」
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
「
根
本
的
な
立
場

バ
ル
ト
は
既
に
述
べ
た
通
り
、

「オ

l
フ
ェ
ベ
ッ
ク
自
身
は
そ
う
で
な

340 

を
洞
察
す
る
決
定
的
な
も
の
」
と
し
て
、
「
原
歴
史
と
死
に
つ
い
て
の
彼
の
教
説
」
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
見
て
き

た
通
り
、
「
原
歴
史
」
と
い
う
教
説
は
バ
ル
ト
が
言
う
よ
う
な
意
味
で
彼
の
「
根
本
的
な
立
場
を
洞
察
す
る
決
定
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
立
場
を
説
明
す
る
ひ
と
つ
の
概
念
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
心
的
な
概
念
で
も
、
決
定
的

な
も
の
で
も
な
ぱ
。
な
ぜ
な
ら
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ツ
ク
の
議
論
に
お
い
て
「
原
歴
史
」
の
概
念
は
決
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
持
っ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
何
か
」
を
説
明
す
る
概
念
で
は
な
く
、
「
何
か
」
が
「
何
か
で
は
な
い
こ
と
」
を
説
明
す
る
た
め
の
用
語
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
も
し
ひ
と
が
「
原
歴
史
」

の
概
念
を
、
近
代
的
な
歴
史
概
念
を
克
服
す
る
も
の
や
世
界
史
と
救
済
史
と
い
う
対
立
図
式
の
も

と
に
、
救
済
史
の
立
場
を
補
強
す
る
概
念
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
そ
れ
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
意
図
に
反
す
る
理
解
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
、
7
。

ま
た
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
自
身
は
歴
史
化
し
た
、
あ
る
い
は
現
世
と
結
び
つ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
が
、
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
逸
脱
し
た

も
の
だ
と
言
い
、
ま
た
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
の
姿
を
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
宗
教
」
と
呼
ん
で
批
判
し
た
の
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
で
は
オ

l
フ
ァ

ー
ベ
ッ
ク
が
そ
の
よ
う
に
し
て
提
示
さ
れ
た
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
姿
に
立
ち
帰
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
を
自
ら
の
宗
教
的
な
態
度
と
し
て
受
け
入

れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
説
。
「
原
歴
史
」
と
は
ま
さ
に
、
彼
の
宗
教
的
な
立
場
を
説
明
す
る
概
念
で
は
な
く
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
信

仰
的
な
態
度
を
説
明
す
る
た
め
の
、

あ
る
。
「
原
歴
史
」
は
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
態
度
の
説
明
、
既
に
述
べ
た
通
り
「
何
で
な
い
か
」
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
用

い
わ
ば
学
問
的
な
概
念
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は

D
・
シ
エ
ロ
ン
グ
の
指
摘
は
当
た
っ
て
い
る
の
で



語
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
ひ
と
が
も
し
「
終
末
論
的
な
概
念
」
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
も
ま
た
こ
の
概
念
の
意
図
に
反
す
る
用
い
方
と
い
う

」
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に

一
般
的
な
印
象
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
と
ニ

i
チ
ェ
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
考
え
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
彼
等
は
一
八
七

O
年
に
既
に
出
会
っ
て
お
り
、

パ
ウ
マ
ン
家
に
共
に
住
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
良
く
知
ら
れ
て
い
る
と

お
り
、
ま
た
本
論
で
も
既
に
指
摘
し
た
通
り
、

一
八
七
三
年
に
は
ニ

l
チ
ェ
の

『
反
時
代
的
な
考
察
』

の
第
一
編
と
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の

「
今
日
の
神
学
の
キ
リ
ス
ト
教
性
』

が
相
次
い
で
、
し
か
も
同
じ
フ
リ
ッ
チ
ェ
書
居
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
合
本
を
ニ
!
チ
ェ
が
作
っ
た

こ
と
も
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、

一
般
に
は
両
者
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
批
判
の
一
致
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
。
し
か
し
本
論
で
指
摘
し
た
通

nリ
'
'
4
」
、

l
 
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
同
じ
思
想
的
な
態
度
で
あ
る
の
か
は
な
お
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
一
八
八
九
年
に
な
っ
て
ニ

l
チ
ェ
の
発
病
後
、
ト
リ
ノ
か
ら
パ

l
ゼ
ル
に
連
れ
帰
り
、

入
院
の
手
続
き
を
と
っ
た
の
も
オ
!
フ
ァ

i

ベ
ッ
ク
で
あ
り
、

ヴ
ァ
ル
タ

l
・
ベ
ニ
ヤ
ミ
ン
が
『
ド
イ
ツ
の
人
々
』

の
中
で
そ
の
手
紙
を
印
象
深
く
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
病
気

の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
」
の
著
者
に
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
ド
イ
ツ
語
教
師
に
な
る
こ
と
で
、
精
神
の
均
衡
を
保
つ
よ
う
に
勧
め
た
の
も
オ

l

フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
で
あ
る
。
そ
し
て
オ
!
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
ニ

l
チ
ェ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
学
問
的
な
根
拠
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
両
者
の
関
係
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
程
緊
密
な
も
の
で
も
、

一
致
し
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
本
論
が
指

摘
し
た
点
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
関
心
は
「
道
徳
」

の
留
ま
る
こ
と
な
く
、
ま
た
そ

の
主
眼
は
、
そ
の
「
起
源
」
と
、

キ
リ
ス
ト
教
宗
教
と
現
世
の
関
係
と
い
う
、
よ
り
根
源
的
な
問
題
へ
と
至
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
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(6) 

ろ、
7
。

し
か
し
既
に
述
べ
た
通
り
、
本
論
は
バ
ル
ト
と
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
ニ

l
チ
ェ
と
オ

l
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク
と
い
う
問
題
設
定
で

342 

は
な
い
仕
方
で
、

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
と
し
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
な
仕
方
、
す
な
わ

ち
「
近
代
神
学
か
ら
文
化
を
解
放
す
る
こ
と
」
と
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
終
罵
を
宣
言
す
る
こ
と
」
と
い
う
こ
つ
の
点
に
オ

i
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク

の
思
想
的
な
意
図
が
要
約
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば

こ
の
彼
の
思
想
は
ど
の
よ
う
に
神
学
史
的
に
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

」
の
点
が
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
こ
れ
ら
の
議
論
が
彼
の
終
末
理
解
、

と
り
わ
け
原
始
キ
リ

ス
ト
教
の
終
末
理
解
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
緊
迫
し
た
終
末
論
は
、
現

世
や
文
化
、

そ
し
て
道
徳
へ
の
関
心
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
待

望
と
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
の
未
来
待
望
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

」
こ
に
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
問
題
が
存
在
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
に
お
い
て
終
末
論
は
批
判
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
「
再
臨
待
望
」
か
ら
「
禁
欲
的
生
活
」
、

「
殉
教
」
か
ら
「
修
道
生
活
へ
」
、
「
現
世
否
定
」
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
国
家
の
成
立
」
、
「
終
末
論
」
と
「
道
徳
」
、
「
黙
示
文
学
の
ビ
ジ
ョ
ン

の
喪
失
」
、
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
宗
教
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
市
民
宗
教
と
し
て
」
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
等
は
、
す
べ
て
こ
の
「
終
末
論
」
、

あ
る
い
は
「
神
の
国
」
と
い
う
批
判
原
理
に
依
存
し
た
議
論
で
あ
る
。

確
か
に
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
待
望
は
古
代
教
会
史
家
と
し
て
の
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
文
献
学
的
な
成
果
と
し
て
指

摘
し
た
通
り
の
性
格
を
一
方
で
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た

A
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
へ
の
批
判
も
ま
た
、
市
民
道
徳
と
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
を



神
の
国
の
思
想
と
の
対
比
で
批
判
し
た
点
は
、
神
学
史
的
に
は
意
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
終
末
論
の
全
面
化
は
、
古
代
教

会
に
お
い
て
、
終
末
の
遅
延
の
後
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
そ
の
意
義
を
今
一
度
認
識
す
る
よ
う
な
な
つ
た
受
肉
論
の
重
要
性
を
脇
に
追
い
や
る

こ
と
に
な
っ
た
。
終
末
論
は
確
か
に
現
世
を
否
定
す
る
。
し
か
し
も
う
一
方
で
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
受
肉
の

教
説
は
、
神
の
子
の
受
肉
で
あ
り
、
人
と
し
て
生
ま
れ
た
神
の
子
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
世
に
「
来
ら
れ
た
」
神
の
子
の
問
題
な
の

で
あ
り
、

そ
の
点
で
、
受
肉
論
は
、
終
末
論
と
は
違
っ
て
、
こ
の
世
の
意
味
を
否
定
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
神
の
子
が
来
ら
れ

た
「
こ
の
世
」
が
問
題
に
な
る
。

オ
l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
の
思
想
に
は
こ
の
受
肉
論
の
意
義
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
彼
の
同
日

RFg-ou巳
8
ロ
の
資

の
項
目
は
な
い
。
そ
の
欠
落
が
、
そ
れ
は
彼
の
宗
教
的
な
態
度
と
は
別
に
、
彼
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
理

料
を
見
て
も
、

そ
こ
に
は
「
受
肉
」

解
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
終
末
論
の
一
面
的
な
強
調
を
生
み
出
し
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
の

よ
う
に
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
受
肉
の
問
題
は
オ

l
フ
ァ

l
ベ
ッ
ク
が
「
原
歴
史
」
と
い
う
こ
と
で
説
明
し
た
か
っ
た
事
柄
の
故
に
終
末

論
の
中
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
彼
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
一
面
的
で
あ
る
し
、

そ
れ
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
性

格
の
理
解
や
、
文
化
と
結
び
つ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
は
、
方
寄
り
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
も
良
い
か

も
し
れ
な
い
。

オ
l
フ
ァ

i
ベ
ッ
ク
は
終
末
論
の
強
調
の
ゆ
え
に
、
逆
に
自
ら
の
説
の
根
拠
を
失
う
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
終
末
論
の
線
と
同

時
に
受
肉
論
の
線
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
オ

l
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク
の
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
キ
リ
ス
ト
教
の
終
罵
」

の
宣
言
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
「
キ
リ
ス
ト
教
と
そ

の
文
化
の
形
成
」
も
ま
た
意
味
を
持
つ
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

Finis Christianismi 343 



(
 I""'"'i) 

K.Barth
，

 Die Theologie u
n
d
 die Kirche. G

e
s
a
m
m
e
l
t
e
 Vortra g

e
 II

，
 Mu
n
c
h
e
n
 1928

，
 8
 

(C'l) 
*
緯
:
t
H
マ
ー
弐
・
て
弐
ム
E
;
'
-
t
マ
ー
ト
ト
-
，
，
(
ト
~
E
;
'
回
線
Q
E
;
'
ま
ミ
鮮
や
ti
布
二
e
レ
'

リ
f
J
P
~
-
.
J
二
糠
纏
会

j瞳
~mt

t-t{ð
f

 J
 -¥J ti p

.¥¥1J令官二

ゐ
，

f
 J
 E;'也
U
.
1
や
ユ
ド

tiN.Peter，aaO.
E;'州軍慰ぬJ-+.ミ

~
~
~
E
;
'
同
~
-
\
J
-
.
J
ド

~"V'"
fJ

-\Jl1-.J~
ニ
。

(的
V
g
l.
F
r
a
n
z
 O
v
e
r
b
e
c
k
，

 Selbstbekenntnisse.hg.mit einer Einleitung v
o
n
 J

 
acob T

a
u
b
e
s
，
 1966

，
 5f. 

(叩
D.Schellong

，N
o
c
h

einmal:Franz 
Overbeck-Unerledigte 

A
n
f
r
a
g
e
n
 
a
n
 
die 

Theologie
，in: 

R.
Brandle 

u
n
d
 
E.
W
.
 

S
t
e
g
e
m
a
n
n
 (hrsg.)Franz O

v
e
r
b
e
c
k
s
 unerledigte A

n
f
r
a
g
e
n
 a
n
 das Christentum

，
 
1988

例
記
W.Groll

，a
a
0

.48f.4J，.，;>4偽堕~E;'

HVMV
町

f
 J-¥J

o
 

(∞
V
g
l.
W
a
l
t
e
r
 B
e
n
j
a
m
i
n，

 Deutsche M
e
n
s
c
h
e
n，l

962 
-
\
J
C
'
兵
士
て
入
争

111
入

11
付
崎
小
謡
S
睦
縮
会

J4陣
堕

~E;'
fJ

-\J。

(
∞
1
¥
ー
か

rl
E;'~

m
理
1
1
0
ユ
ド

22EZ
姻

l1'
~
~
，
.
，
;
>
~
.
=
-
-
ト
ホ
パ
ミ
ミ

-\JE;'5:~
1
1
~
ニ
ド
纏
心
~
二
-
\
J

ffié小
。

(t-) 
V
g
l.
F
r
a
n
z
 O
v
e
r
b
e
c
k
 W
e
r
k
 u
n
d
 N
a
c
h
l
a
 s

B
d
.4 

Kirchenlexicon T
e
x
t
e
 A
u
s
g
e
w
a
h
l
t
e
 Artikel A-I

，
 1995 u

n
d
 F
r
a
n
z
 

O
v
e
r
b
e
c
k
 W
e
r
k
 u
n
d
 N
a
c
h
l
a
s
 Bd.5 Kirchenlexicon T

e
x
t
e
 A
u
s
g
e
w
a
h
l
t
e
 J-Z

，1
995

0
 
。
会
古
?
を
14F

3 主*~雇E;'
r毛
布
d
恥
質
的
ß

縄
~
細
~
国
何
千

...J~時
-
\
J
二

'íヘ
早
寒
暖

ti'
掛
栴
E
;
'
*
，
=--κ

ム
ヰ
話
料
会
ヨ
語
字

11
や
ニ
ド
E
;
'

11 剰
な
~
駅

11~\~ 型-.J~早~JaiP-\
宅
時
。

け
な
甲
車
J
ai ゐ

d

国~11'
~
一
会
・
ふ
-
þ
、
ャ
ト
ム

11
や
二
ド

ti
r
時
一
弐
・
ム

-
t

"
ト
ム
-
¥
J
幽
到
な
走
緋
J
r
~

;frトJ
~!Iト

(1
~
~
同
叶
)
詩
話
料
埴
什

吋
弐
ふ
h

ー
え
は
や
ユ

ν
t
i
rv a

r
e
n
 C
h
r
i
s
t
e
n
- 一

平
ー

ム
入

・
北

川
弐

ふ
h

ー弐E;'*'=--!，(
ι
縦
閥
単
主

11
や
ニ
ド
J
r 副

幹
醤
+
<
糾
尊
重

中
毒

ぽ
定

足
時
J

~!Iト
(1
~
~
<
叶
)
手

J纏
心
ド
三
時
。
*
緯
ω
'

国~11: 出(.CJ
PI! lIlI肖-.J~

1
\
-
'
(
ト
パ
緯
偽

J ，.，;>や
ν;:)

-
\
J
刑
判
例
C
'
E
;
'
~

駅
-
\
J
~
や
吋
ド
ニ
時
。


