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）

第
一
九
節
　  

物
語
ら
れ
る
べ
き
物
語
と
し
て
の
神
の
人
間

性 

│
│ 

解
釈
学
的
序

一
　

神
は
ど
こ
に
い
る
の
か
。
こ
の
問
い
の
答
え
を
わ
れ
わ
れ
に
示
唆
し
て
い

る
の
は
神
の
死
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
無
神
論
的
意
味
の
、
そ

の
キ
リ
ス
ト
論
的
由
来
に
基
づ
く
解
明
に
よ
っ
て
、
神
と
移
ろ
い
行
く
人
間

の
統
一
性
（E

inheit

）
が
神
の
場
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
。
神
の
死

と
い
う
曖
昧
な
語
に
、
無
神
論
的
用
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
意
味
と
異
な

り
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
論
的
由
来
は
、
神
と
移
ろ
い
行
く
人
間
の
統
一
性
を
、

生
け
る
神
と
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
同
一
化
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
、
ま
た
あ
の
同
一
化
の
出
来
事
を
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
の

生
命
の
啓
示
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
神
の
死
に
関
す
る
発
言

（R
ede

）
の
根
源
的
で
放
棄
し
え
な
い
意
味
は
、不
可
避
的
に
神
を
人
間
（
類

的
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
た
人
間
）
と
交
換
す
る
こ
と
に
通
ず
る
人
間
と
神

の
同
一
化
で
は
な
く
、
神
と
、《
す
べ
て
の
》
人
間
の
《
た
め
の
ひ
と
り
の
》

人
間
イ
エ
ス
と
の
同
一
化
で
あ
る
。
そ
の
根
源
的
で
、
今
や
再
び
獲
得
さ
れ

る
べ
き
意
味
は
、
努
力
し
て
え
ら
れ
る
人
間
の
神
性
（G

öttlichkeit

）
を
表

現
す
る
こ
と
で
は
な
く
《
神
の
人
間
性
》
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、「
第
一
に
信
仰
に
と
っ
て
、
そ
し
て
た
だ

信
仰
に
と
っ
て
の
み
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
、
ま
た
啓
示
と
し
て
ま
ず
信
仰

を
も
た
ら
す
存
在
者
、
…
… 

キ
リ
ス
ト
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
で

あ
）
1
（る
」。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、こ
の
発
言
は
、神
ご
自
身
を
、「
生
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の
た
め
の
、
死
と
生
の
統
一
性 

」（die E
inheit von Tod und L

eben 

zugunsten des L
ebens

）
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
課
題
へ
と
導
く
。
し

か
し
「
生
の
た
め
の
、
死
と
生
の
統
一
性
」
と
は
、
愛
の
本
質
を
言
い
換
え

た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
論
的
に
理
解
さ
れ
た
神
の
人

間
性
に
つ
い
て
語
る
際
に
は
、《
神
は
愛
と
し
て
》考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

神
の
人
間
性
を
考
察
す
る
と
い
う
課
題
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う

な
歴
史
的
状
況
に
お
け
る
神
の
思
考
可
能
性
（D

enkbarkeit G
ottes

）
の

問
題
の
前
に
立
た
さ
れ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
わ
れ
思
う
（Ich denke

）」

と
い
う
思
考
の
自
己
基
礎
づ
け
（Selbstbegründung

）
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
歴
史
的
状
況
で
あ
り
、
そ
の
中
で
形
而
上
学
的
神
思
想
は
、
神
の

本
質
と
実
存
（E

xistenz

）
の
間
に
居
を
定
め
る
「
コ
ギ
ト
（
わ
れ
思
う
）」

に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
。
神
の
人
間
性
に
対
す
る
《
内
容
的
な
（m

aterial

）》

洞
察
は
、
神
を
、
ま
さ
に
愛
の
出
来
事
に
お
け
る
神
ご
自
身
の
《
自
由
な
》

主
体
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
教
え
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
神
は
そ
の

独
自
な
存
在
に
基
づ
い
て
の
み
認
識
さ
れ
、
ま
た
考
察
さ
れ
る
と
の
《
形
式

的
（form

al

）》
洞
察
に
通
じ
て
い
た
。
神
は
、
自
ら
の
存
在
へ
自
ら
参
与

す
る
と
い
う
す
で
に
起
こ
っ
た
出
来
事
に
基
づ
い
て
の
み
、
神
と
し
て
考
察

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
神
の
こ
の
自
己
参
与
（Selbstteilgabe

）
は
、

自
ら
語
り
か
つ
話
し
か
け
る
主
体
の
自
己
伝
達
（Selbstm

itteilung

）
お
よ

び
自
己
譲
渡
（Selbstentäußerung

）
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
こ
の
主
体
に

対
し
人
間
学
的
に
対
応
す
る
の
は
信
仰
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は
、
ご

自
身
に
語
り
か
け
る
方
と
し
て
、
す
な
わ
ち
言
葉
に
お
い
て
到
来
す
る
方
と

し
て
理
解
さ
れ
る
と
き
に
だ
け
、
自
ら
到
来
す
る
方
（K

om
m

ende

）、
ま

た
こ
の
無
制
約
的
主
権
の
中
で
こ
の
世
に
到
来
す
る
方
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
《
言
葉
の
中
に
》
の
み
《
到
来
す
る
》
神
は
、
そ
の

相
手
を
《
信
仰
の
中
に
》
の
み
見
い
だ
す
。
な
ぜ
な
ら
信
仰
だ
け
が
、
神
の

存
在
を
到
来
に
お
け
る
存
在
と
し
、
す
な
わ
ち
不
在
の
神
を
臨
在
さ
せ
る
か

ら
で
あ
る
。
神
と
信
仰
の
こ
の
共
属
性
（Zusam

m
engehörigkeit

）
は
神

の
思
考
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
《
神
思

想
》
は
、
思
考
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、《
信
仰
》
を
可
能
に

す
る
《
言
葉
》
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
丁
度
、
そ
も
そ
も
言

語
が
、
思
考
も
し
く
は
意
識
に
対
向
す
る
よ
り
根
源
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
と
同
様
で
あ
）
2
（る
。

　

そ
の
際
も
ち
ろ
ん
、

│ 

形
而
上
学
的
神
思
想
の
解
体
の
結
果
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
す
る 

│ 

思
考
か
ら
の
逃
亡
に
対
す
る
抵
抗
が
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
神
と
「
共
に
あ
る
こ
と
」
に
属
し
て
い
る
の
は
、
知

解
か
ら
逃
避
す
る
信
仰
（fides fugiens intellectum

）
で
は
な
く
、
知
解

を
求
め
る
信
仰　
（fides quaerens intellectum

）
で
あ
る
。
そ
の
神
性
に

お
い
て
人
間
的
で
あ
る
神
は
、
人
間
的
思
考
と
認
識
に
対
し
悪
意
を
も
っ
て

心
を
閉
ざ
す
存
在
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
神
は
、
愛
が
妬
み
を
も
た
な
い
の

と
同
様
に
、
妬
み
を
も
た
な
）
3
（い

。
む
し
ろ
神
は
愛
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
存
在
と
実
存
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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愛
は
、
本
質
的
に
愛
し
つ
つ
実
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
は
、
横
溢
し
、
し

か
し
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
無
（N

ichts

）
に
対
し
て
自
ら
を
さ
ら
す

存
在
と
い
う
概
念
に
お
い
て
、
愛
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る 

│ 

そ

れ
は
、
神
の
存
在
と
実
存
を
、
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
統
一
性
と
し
て

捉
え
る
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
の
存
在
は
そ
れ
自
体
無
の
う
ち
に
歩
み

出
る
（ek

-sistere
）。
し
た
が
っ
て
神
は
、
今
や
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
正
確
に

説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
生
の
た
め
の
、
生
と
死
の
統
一
性
の
出
来
事
で
《
あ

る
》。
こ
の
よ
う
に
神
は
、さ
ら
に
大
き
く
な
る
自
己
関
係
性
（Selbstbezo-

genheit

）
の
た
だ
中
に
お
け
る
、
依
然
と
し
て
さ
ら
に
大
き
く
な
る
無
私

性
（Selbstlosigkeit

）
の
出
来
事
で
《
あ
る
》。
こ
れ
が
、神
が
神
で
《
あ
る
》

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

神
の
存
在
を
愛
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
神
の
語
る

こ
と
が
で
き
る
可
能
性
（Sagbarkeit

）
に
基
づ
い
て
神
の
思
考
可
能
性

（D
enkbarkeit

）
を
考
え
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
神
と
人
間
の
間
の
、
神

ご
自
身
に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
た
《
対
応
（E

ntsprechung

）》
に
基
づ
い
て
、

神
の
語
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
考
察
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
信
仰
の

類
比
は
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
神
に
つ
い
て
語
る
。
つ
ま
り
神
は
、
人
類
と

個
々
の
人
間
が
自
分
自
身
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
り
も
、
人
類
と
そ
の

中
の
個
々
人
に
さ
ら
に
も
っ
と
近
づ
く
方
で
あ
る
。

　

神
に
対
応
す
る
言
葉
、
た
だ
到
来
し
つ
つ
あ
る
神
の
み
が
こ
の
世
へ
と
来

た
ら
せ
る
、
神
に
対
応
す
る
言
葉
、
し
た
が
っ
て
神
を
、
こ
の
上
な
く
遠
い

と
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
そ
の
遠
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
よ
り
近
く

へ
と
到
来
し
つ
つ
あ
る
方
と
し
て
実
証
す
る
、
神
に
対
応
す
る
言

葉 

│ 

そ
れ
は
、
そ
れ
ゆ
え
た
だ
言
葉
の
《
出
来
事
》
で
の
み
あ
り
う
る
、

つ
ま
り
神
の
自
己
運
動
に
対
応
す
る
言
語
的
《
運
動
》
で
の
み
あ
り
う
る
。

到
来
し
つ
つ
あ
る
神
の
存
在
に
対
応
す
る
の
は
人
間
の
言
語
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
人
間
の
言
語
は
、
あ
ら
ゆ
る 

│ 

そ
れ
自
体
放
棄
し
え
な
い 

│ 

確

認
を
直
ち
に
再
び
行
動
へ
と
も
た
ら
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
《
時
間
性

（Zeitlichkeit

）》
に 

│ 

例
え
ば
、
無
時
間
性
と
い
う
概
念
の
ゆ
え

に 

│ 

当
惑
す
る
こ
と
な
く
、
目
的
に
ふ
さ
わ
し
く
こ
の
時
間
性
を
完
成

す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

神
に
対
応
す
る
言
語
は
、
最
も
卓
越
し
た
意
味
に
お
い
て
時
間-

言
葉

（Zeit
-W

ort

）
で
あ
る
。
言
語
性
（Sprachlichkeit

）
と
時
間
性
は
、
共
に

ま
ず
そ
れ
ら
が
根
源
的
統
一
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
神

に
対
応
す
る
言
葉
を
神
の
人
間
性
の
場
と
す
る
。
こ
れ
は
《
内
容
的
な
》
意

味
で
も
真
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
は
、
自
ら
語
る
方
（
ホ
・
ロ
ゴ
ス ﹇
言
葉
﹈）

と
し
て
、

│ 

ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
歴
史
と
の
同
一
化
の
出
来
事
を
通
し

て 

│ 

人
間
の
生
の
時
間
の
中
で
語
り
、
死
者
た
ち
か
ら
の
イ
エ
ス
の
よ

み
が
え
り
の
出
来
事
の
中
で
こ
の
時
間
に
永
遠
の
将
来
を
与
え
た
か
ぎ
り
に

お
い
て
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
、

人
間
と
し
て
こ
の
世
の
歴
史
の
時
間
性
の
中
に
入
っ
て
来
ら
れ
た
（
サ
ル
ク

ス
・
エ
ゲ
ネ
ト 
﹇
肉
と
な
っ
た
﹈） 

│ 

こ
の
歴
史
は
決
し
て
自
ら
を
変
え
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ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
方
は
こ
の
歴
史
を
変
革
し
た
。
そ
し
て

こ
れ
は
《
形
式
的
な
》
意
味
で
も
真
実
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
語

る
人
間
の
言
葉
、
つ
ま
り
宣
言
（
ケ
リ
ュ
ッ
セ
イ
ン
）
及
び
告
白
（
ホ
モ
ロ

ゲ
イ
ン
）
と
し
て
の
人
間
の
言
葉
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
を
、
た
っ

た
一
度
か
ぎ
り
来
ら
れ
た
神
の
人
間
性
の
時
間
と
し
て
告
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
神
に
対
応
す
る
言
葉
、
神
に
対
応
す
る
人
間
の
言
語
は
、
終

末
論
的
時
間
告
知
（Z
）
4
（

eitansage
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
終
末
論

的
時
間
告
知
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
の
中
で
起
こ
っ
た
そ
の
方
向

転
換
に
基
づ
く
そ
の
終
わ
り
の
告
知
に
よ
り
、「
時
間
の
進
行
の
中
で
」
経

過
す
る
世
界
史
を
《
中
断
し
》、
人
類
に
「
人
間
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
る

こ
の
世
と
の
人
間
の
新
た
な 

…
… 

関
係
）
5
（を

」
約
束
す
る
。
し
か
し
こ
の
世

に
告
知
さ
れ
る
べ
き
終
末
）
6
（も
そ
の
す
で
に
遂
行
さ
れ
た
方
向
転
換
も
、
た
だ

こ
の
世
に
到
来
し
た
神
と
共
に
の
み
、
ま
ず
こ
の
世
に
《
認
め
ら
れ
た
》
可

能
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
こ
の
世
の
歴
史
か
ら
導
き
出
さ
れ
、
そ
し
て
説
明

さ
れ
う
る
可
能
性
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
世
の
歴
史
に
お
け
る
新
た
な

時
の
告
知
は
、
た
だ
間
接
的
に
の
み
主
張
さ
れ
う
る 

│ 

つ
ま
り
、
こ
の

世
の
こ
れ
ま
で
の
存
在
に
お
い
て
立
証
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
主
張
さ
れ
う

る
。
こ
の
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
新
た
な
時
の
告
知
が
、
こ
の
世
の
こ
れ
ま

で
の
存
在
を
、《
新
た
な
》
時
に
よ
っ
て
《
古
き
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
》

存
在
、
そ
し
て
消
え
失
せ
る
定
め
に
あ
る
存
在
の
よ
う
に
見
せ
る
と
き
で
あ

る 

│ 

こ
れ
は
、ち
ょ
う
ど
ま
ず
ア
ダ
ム
が
、新
し
い
人
間
で
あ
る
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
古
い
ア
ダ
ム
に
《
な
る
》
の
と
全
く
同
様
で
あ
）
7
（る
。

　

神
の
人
間
性
に
つ
い
て
語
る
、
新
た
な
時
の
告
知
は
、
し
た
が
っ
て
こ
の

世
の
自
己
理
解
に
基
づ
い
て
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、《
時
の
変
化

（Zeitw
echsel

）
と
歴
史
の
方
向
転
換
（G

eschichtsw
ende

）》
の
告
知
、

つ
ま
り
こ
の
自
己
理
解
を
変
革
す
る
告
知
で
あ
る
。
カ
ン
ト
や
シ
ュ
ラ
イ
ア

マ
ハ
ー
の
よ
う
な
そ
の
言
葉
を
熟
考
し
た
思
想
家
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を

革
命
と
呼
ん
だ
の
は
偶
然
で
は
な
い
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
、
人
間

の
自
我
と
こ
の
世
の
歴
史
に
、
比
較
を
絶
し
た
方
向
転
換
を
も
た
ら
し
た
革

命
と
呼
ん
だ
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
時
の
変
化
は
し
か
し
そ
れ

自
体
《
時
間
的
》
に
の
み
受
け
入
れ
ら
れ
も
の
で
あ
り
、
歴
史
の
方
向
転
換

は
《
歴
史
的
》
に
の
み
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
神
の
人
間
性
に

つ
い
て
語
る
方
法
、
つ
ま
り
神
を
言
語
で
表
現
す
る
方
法
は
、
し
た
が
っ
て

構
造
的
に
も
時
間
と
歴
史
（Zeit und G

eschichte

）
を
表
現
す
る
言
語
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
こ
の
方
法
は
、
終
末
論
的
な

時
の
変
化
を
、
歴
史
的
に
起
こ
り
、
そ
し
て
同
時
に
す
べ
て
の
将
来
的
現
在

（künftige G
egenw

art

）
に
語
り
か
け
る
世
界
の
方
向
転
換
（W

eltw
ende

）

と
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
の
人
間
性
に
対
応
す
る
言
語
は
、

し
た
が
っ
て
そ
の
《
言
語
的
》
構
造
に
お
い
て
極
め
て
《
時
間
的
に
（tem

-

poral 

﹇
時
制
的
﹈）》
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ

の
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、《
物
語
（E

rzählen

）》
と
い
う
言
語
様
式
に
お
い

て
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
語
り
（Sprechen

）
の
根
源
的
様
式
と
い
っ
た
も
の
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を
尋
ね
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
物
語
と
い
う
言
語
様
式
は
、

間
投
詞
や
喚
起
（E

vokation

）
と
並
ぶ
、
言
語
性
と
時
間
性
を
真
に
統
合

す
る
そ
の
内
的
秩
序
の
ゆ
え
に
、「
根
源
的
言
語
」
と
し
て
最
も
よ
く
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
）
8
（る

。
神
の
人
間
性
は
、
物
語
り
つ
つ
こ
の
世
へ
と
自
ら
を

紹
介
す
る
。
イ
エ
ス
は
、彼
自
身
が
神
の
比
喩
と
し
て
告
知
さ
れ
る
以
前
に
、

諸
々
の
譬
え
を
用
い
て
神
に
つ
い
て
物
語
っ
た
。
神
と
十
字
架
に
つ
け
ら
れ

た
方
の
同
一
化
と
い
う
終
末
論
的
出
来
事
が
、
イ
エ
ス
の
生
き
ら
れ
た
生
の

不
可
欠
な
部
分
（Integral
）
と
な
）
9
（り

、
し
た
が
っ
て
説
明
を
要
求
す
る
ひ

と
か
た
ま
り
の
物
語
と
な
っ
た
こ
と
に
は
、
解
釈
学
的
に
も
っ
と
も
な
根
拠

が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
の
い
か
な
る
神

学
も
、
イ
エ
ス
の
生
と
受
難
の
物
語
（
神
の
人
間
性
に
つ
い
て
物
語
る
《
言

葉
の
》、《
行
為
》
に
お
け
る
生
の
物
語
）
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま

た
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
そ
の
神
学
は
、
さ
ら
に
イ
ス
ラ
エ
ル

の
歴
史
の
物
語
の
関
連
に
遡
ら
ず
に
、
イ
エ
ス
の
生
、
死
、
そ
し
て
復
活
を
、

そ
れ
自
体
に
お
い
て
統
一
的
な
歴
史
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
に
お
い
て
、「
新
た
な
も
の
、
そ

し
て
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
」
は
、
非
常
に
長
い
出
来
事
の
歴
史
を
振

り
返
る
中
で
再
び
同
一
化
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ま
さ
に
「
新
た
な
も
の
、
そ

し
て
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
は 

…
… 

た
だ
物
語
り
つ
つ
導
入
さ
れ
、

そ
し
て
同
一
化
さ
れ
）
10
（る

」
か
ら
で
あ
る
。
神
の
到
来
に
つ
い
て
物
語
り
、
し

か
し
神
の
到
来
を
通
し
て
常
に
ま
た
そ
の
終
わ
り
の
可
能
性
の
前
に
立
た
さ

れ
）
11
（る

イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
と
い
う
こ
の
関
連
に
基
づ
き
、
創
造
さ
え
も
、
創

造
《
物
語
》
と
し
て
《
物
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
》。
創
造
物
語
と
い
う
こ

の
物
語
が
な
け
れ
ば
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
と
自
ら
を
同
一
化
す

る
神
を
、
非
存
在
か
ら
存
在
を
呼
び
起
こ
す
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
す
べ
て

の
存
在
を
《
無
化
す
る
》
死
か
ら
新
た
な
生
を
呼
び
起
こ
す
方
と
し
て
捉
え

る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
神
を
、
次
の
よ
う
に

自
己
紹
介
す
る
神
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
こ
の
神
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
自
ら
常
に
、
終
末
論
的
に
行
為
し
、
そ

し
て
ま
さ
に
そ
の
信
頼
性
の
点
で
決
し
て
古
く
な
ら
ず
、
い
つ
も
新
た
に
言

語
に
到
来
す
る
神
と
し
て
自
ら
を
紹
介
す
る
方
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
思
考
（das D

enken

）
は
、
繰
り
返
し
物
語
へ
と
投
げ
返

さ
れ
る
。
神
思
想
は
、
歴
史
の 

│ 

概
念
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ

た 

│ 

物
語
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
る
。
も
し
思
考
が
神
に
つ
い
て
考
え

よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
物
語
る
こ
と
の
中
で
試
み
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
れ
は
た
し
か
に
《
思
考
と
し
て
》
も
新
た
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
意
識
は
、
も
は
や
「
わ
れ
思
う
」
と
い

う
自
己
中
心
性
（E

goität

）
を
通
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
同

時
に
歴
史
を
通
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
自
分
自
身
を
「
歴

史
に
巻
き
込
ま
れ
た
」
意
識
と
し
て
発
見
す
）
12
（る

。
意
識
は
、
そ
れ
が
い
つ
も

す
で
に
自
ら
の
背
後
に
も
つ
諸
々
の
物
語
を
通
し
て
存
在
的
に
刻
印
さ
れ
、
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ま
た
、
そ
れ
が
本
質
的
に
自
ら
の
前
に
も
つ
歴
史
を
通
し
て
存
在
論
的
に
刻

印
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
意
識
は
、
完
全
に
時
間
的
に
（tem

poral

）

構
造
化
さ
れ
て
い
る
。「
あ
な
た
の
物
語
を
物
語
っ
て
く
だ
さ
い
、
そ
う
す

れ
ば
わ
た
し
は
、
あ
な
た
が
何
者
で
あ
る
か
を
言
い
ま
し
ょ
う
」 

│ 

そ
し

て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
、
結
論
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
そ
う

し
た
ら
、
あ
な
た
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
、
わ
た
し
は
あ
な
た
に

言
い
ま
し
ょ
う
」
と
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
、
共
同
体
の
我
々-

意
識

（W
ir
-B

ew
ußt

）
13
（

sein

）
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
類
意
識
と
し
て

の
人
間
の
理
性
に
も
あ
る
程
度
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
の『
精

神
現
象
学
』
は
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
も
し
も
デ
ィ
ル
タ
イ

の
「
歴
史
的
理
性
の
批
判
」
の
要
求
が
い
ず
れ
果
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、

理
性
一
般
の
物
語
的
深
層
構
造
だ
け
で
な
く
、
物
語
る
こ
と
を
通
し
て
知
覚

さ
れ
、
そ
し
て
普
遍
的
意
識
に
受
容
さ
れ
た
す
べ
て
の
伝
承
も
、
そ
の
価
値

が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
さ
い
多
く
の
伝
承
が
普
遍
的
意
識
の
無
意

識
の
部
分
へ
と
す
べ
り
落
ち
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
神
の
人
間
性
に

関
す
る
伝
承
は
、
そ
れ
が
あ
る
非
世
俗
的
な
可
能
性
か
ら
生
ず
る
こ
の
世
の

方
向
転
換
の
告
知
と
し
て
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
り
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
り

続
け
る
か
ぎ
り
、
極
め
て
部
分
的
に
普
遍
的
意
識
に
統
合
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
。
人
間
が
言
語
の
面
で
神
の
人
間
性
に
対
応
し
う
る
の
は
、
人
間
が
そ
れ

を
《
常
に
新
た
に
》
物
語
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
間
は
次
の
こ

と
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、神
の
人
間
性
は
《
す
で
に
起
こ
っ
た
》

物
語
と
し
て
、《
生
起
し
つ
つ
あ
る
》
歴
史
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。な
ぜ
な
ら
神
は
そ
の
自
ら
の
主
体
で
あ
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
聖
霊
の
力
で
あ
る
。
こ
の
聖
霊
に
お
い
て
神
の
人
間

性
は
、
常
に
新
た
に
物
語
ら
れ
る
べ
き
物
語
と
し
て
人
間
の
理
性
に
立
ち
向

か
っ
て
く
る
（gegenübertreten

）
│
│ 

た
だ
し
そ
れ
が
、
理
性
の
知
覚

す
る
行
為
を
通
し
て
一
回
か
ぎ
り
独
占
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
起
こ

り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
神
の
存
在
は
《
到
来
》
の
う
ち
に
あ
り
続
け
る
の
で

あ
る
。

 

二
　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
研
究
の
最
後
の
部
分
に
お
い
て
ま
だ
わ
れ
わ
れ
の
前

に
残
っ
て
い
る
課
題
、
つ
ま
り
神
の
人
間
性
を
よ
り
詳
細
に
定
義
す
る
と
い

う
課
題
は
、
神
ご
自
身
が
《
物
語
ら
れ
る
》
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
の
前
提

か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
に
関
す
る
若
干
の
注
釈
は
、
わ
れ
わ
れ
の

前
に
あ
る
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
人
間
が
、
神
の
人
間

性
を
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
の
神
の
人
間
性
に
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
人
間
性
が
人
間
の
歴
史
の
方
向
を
変
え
る
出

来
事
で
あ
る
と
の
認
識
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
出
来
事
は
、
こ

の
歴
史
と
そ
の
諸
可
能
性
か
ら
で
は
な
く
、
た
だ
こ
の
世
に
到
来
す
る
神
の

現
実
と
い
う
他
な
る
力
か
ら
現
実
と
な
っ
た
。
歴
史
に
対
応
す
る
言
語
は
物

語
で
あ
る
。
歴
史
の
方
向
転
換
に
対
応
す
る
言
語
は
、ま
さ
に
物
語
で
あ
る
。
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「《
歴
史
》
は
諸
々
の
物
語
を
語
）
14
（る

」。
神
の
人
間
性
に
つ
い
て
考
え
、
そ
し

て
責
任
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
普
遍
的
解
釈
学
的
原
則
が

も
つ
特
別
な
意
義
は
、
今
や
諸
々
の
基
礎
的
存
在
論
的
含
意
の
省
察
を
通
し

て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
《
物
語
（E

rzählen

）》
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
、《
そ
の
様
に
、
あ
る

い
は
ま
た
別
様
に
》
語
る
こ
と
が
で
き
る
任
意
の
話
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
任
意
の
諸
可
能
性
で
は
な
い
。
た
し

か
に
物
語
は
出
来
事
を
単
純
に
描
写
し
再
現
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
か

ぎ
り
で
あ
る
現
実
の
単
な
る
記
述
と
区
別
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
た
し
か
に

物
語
は
、
次
の
点
で
物
語
ら
れ
る
べ
き
事
柄
と
全
く
対
応
し
て
い
な
い
。
つ

ま
り
そ
こ
に
お
い
て
、
物
語
は
物
語
ら
れ
る
べ
き
事
柄
を
、
必
然
的
に
《
そ

の
様
に
、
そ
し
て
全
く
そ
の
と
お
り
に 

﹇
別
様
に
で
は
な
く
﹈》
言
語
に
も

た
ら
さ
れ
る
べ
き
出
来
事
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
む
し
ろ
物
語
は
、
一
方
で

《
そ
の
様
に
、
そ
し
て
ま
た
別
様
に
》
と
い
う
可
能
性
と
、
他
方
で
《
そ
の

様
に
、
そ
し
て
全
く
そ
の
と
お
り
に
》
と
い
う
頑
強
な
必
然
性
の
間
で
、
ま

さ
に
そ
の
た
だ
中
で
動
い
て
い
る
。
物
語
は
、歴
史
を
物
語
る
こ
と
と
し
て
、

歴
史
そ
れ
自
体
の
存
在
様
態
に
参
与
し
て
い
る
。
こ
の
歴
史
は
、
現
実
と
し

て
、
そ
れ
が
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
過
去
の
可
能
性
と
、
そ
れ
が
含
む
将
来
の

諸
可
能
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
そ
も
そ
も
そ
の
諸
可
能
性

の
館
に
お
い
て
の
み
、
歴
史
で
あ
る
。「
こ
れ
は
、
物
語
が
あ
る
出
来
事
に

お
い
て
、
そ
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
時
点
で
確
認
さ
れ
た
よ
り
も
、
も
っ
と

多
く
の
観
点
を
あ
ら
わ
に
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
）
15
（る

」。
歴
史
を
物
語

る
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
現
実
が
そ
こ
か
ら
出
て
き

た
そ
の
《
過
去
の
》
可
能
性
に
遡
り
つ
つ
、
ま
た
そ
の
《
将
来
の
》
諸
可
能

性
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
一
度
か
ぎ
り
の
、
そ
し
て
取
り
消
し
え
な
い
現
実

に
取
り
組
む
こ
と
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
過
去
の
現
実
に
将
来

を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
）
16
（る

。
任
意
に
空
想
的
に
作
り
上
げ
る
こ
と
と
異
な

り
、
し
か
し
ま
た
概
念
の
必
然
性
と
も
異
な
り
、
物
語
は
、
過
去
の
歴
史
が

そ
の
最
も
独
自
な
諸
可
能
性
を
新
た
に
解
き
放
つ
よ
う
な
仕
方
で
圧
倒
的
に

語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。も
し
こ
の
諸
可
能
性
が
解
放
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、

現
実
に
つ
い
て
の
そ
の
物
語
は
可
能
性
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
ま
さ
に
非
歴

史
的
に
物
語
ら
れ
た
現
実
の
歴
史
性
と
、
そ
の
歴
史
性
と
同
時
に
物
語
そ
れ

自
体
の
本
質
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
し
ま
う
。
歴
史
家
も
、
歴
史
を
記
述
す
る

だ
け
で
な
く
そ
れ
を
説
明
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
課
題
を

担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
歴
史
を
、
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
見
え

て
く
る
諸
可
能
性
を
背
景
と
し
て
変
奏
）
17
（し

」、そ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
を
、「
事

実
を
他
の
も
の
の
中
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
捉
え
る
こ
）
18
（と

」
へ
導
く
と

い
う
課
題
で
あ
る 

│
│ 

そ
の
際
、
ま
さ
に
こ
の
可
能
性
は
、
妥
当
な
（rele-

vant

）
も
の
と
な
っ
た
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
妥
当
な
も
の
と
し
て
存

続
し
続
け
）
19
（る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
出
来
事
の
現
実
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な

前
提
の
も
と
で
、
歴
史
的
理
解
と
は
、
事
実
、「
歴
史
的
出
来
事
の
事
実
性

に
関
心
を
寄
せ
る
よ
り
も
、
も
っ
と
可
能
性
に
関
心
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
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こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
理
解
で
あ
る
。『
繰
り
返
し
判
明
す
る
よ
う

に
、個
別
的
な
も
の
は
重
要
で
な
い
。
し
か
し
す
べ
て
の
個
々
の
可
能
性
は
、

世
界
の
本
質
を
開
示
す
る
機
会
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
』。
哲
学
一
般
に
向

け
ら
れ
た
こ
の
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
命
題
は
、
当
然
、
歴
史
に
も
適

用
さ
れ
）
20
（る
」。

　

し
た
が
っ
て
物
語
は
、
説
話
（R

ede

）
の
特
に
厳
密
な
方
法
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
本
来
、
可
能
性
の
、
抑
圧
さ
れ
た
自
由
を
強
制
的
な
も
の
の
促
進

力
と
結
合
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
現
実
を
表
現
す
る
。
歴
史
は
そ
の
中
で
、

そ
の
歴
史
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
き
た
要
素
へ
と
戻
っ
て
行
く
。
つ
ま
り
言
語

（die Sprache

）
へ
と
戻
っ
て
行
く
。
そ
し
て
ま
さ
に
言
語
へ
の
こ
の
帰
還

を
通
し
て
、《
す
で
に
起
こ
っ
た
》
歴
史
は
《
起
こ
り
つ
つ
あ
る
》
歴
史
と

し
て
前
進
す
る
。

　

人
間
の
歴
史
は
物
語
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の

歴
史
一
般
に
当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
べ
き

神
の
人
間
性
は
、
ま
す
ま
す
そ
の
言
語
的
対
応
（sprachliche E

ntspre-

chung

）
を
物
語
の
過
程
の
中
に
見
い
だ
す
よ
う
に
な
る
。
文
書
と
し
て
の

福
音
書
は
、
物
語 

│ 

そ
の
中
で
最
古
の
キ
リ
ス
ト
教
団
が
神
の
人
間
性

を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
と
し
て
物
語
っ
た
物
語 

│ 

の
過
程
を
記

し
た
本
文
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
も
や
こ
の
福
音
書
に
お
い
て
、イ
エ
ス
は
、

告
知
す
る
《
物
語
り
手
》
も
し
く
は
《
物
語
る
》
告
知
者
と
し
て
物
語
ら
れ
、

そ
の
結
果
、（ 

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
に
お
い
て
出
来
事
と
な
っ
た
神

の
人
間
性
の
物
語
と
し
て
の
）
福
音
書
と
い
う
文
学
的
ジ
ャ
ン
ル
は
、
物
語

り
手
で
あ
る
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
物
語
と
い
う
意
味
を
含
意
し
て
い
る
。
し

か
し
同
時
に
こ
の
物
語
は
、
そ
れ
が
《
さ
ら
に
物
語
ら
れ
る
》
こ
と
を
強
く

求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、そ
れ
自
体
ケ
リ
ュ
グ
マ
の
性
格
を
も
ち
、し
た
が
っ

て
私
的
に
語
り
か
け
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
語
り
か
け
る
も
の
と
し
て
さ

ら
に
宣
べ
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
語
り
か
け
る
。
福
音
書
は
ケ
リ
ュ
グ
マ
的
発

言
と
し
て
、

│ 

解
釈
学
の
観
点
か
ら
見
て
も 

│ 

伝
道
的
な
根
本
的
特

徴
、
つ
ま
り
物
語
ら
れ
る
べ
き
神
の
人
間
性
の
普
遍
的
要
求
に
明
ら
か
に
対

応
す
る
根
本
的
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

　

H
・
ヴ
ァ
イ
ン
リ
）
21
（ヒ

は
こ
の
事
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
正
し
い
。
つ
ま
り
「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
は
、
主
に
物
語
ら
れ
た
人
物

（Person

）
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
、
し
ば
し
ば
物
語
ら
れ
た
物
語
り

手
と
し
て
も
登
場
す
る
。
そ
し
て
弟
子
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
聞
い
た
物
語

を
さ
ら
に
、
後
か
ら
物
語
る
、
つ
ま
り
口
頭
な
い
し
文
書
で
物
語
る
、
物
語

の
聞
き
手
と
し
て
登
場
す
る
」。
物
語
の
神
学
の
可
能
性
に
関
す
る
ヴ
ァ
イ

ン
リ
ヒ
の
極
め
て
刺
激
的
な
詳
論
の
神
学
的
欠
陥
の
本
質
は
、
た
し
か
に
物

語
ら
れ
る
べ
き
物
語
の
独
自
性
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
て

彼
は
イ
エ
ス
の
譬
え
話
の
物
語
と
、
福
音
書
に
お
け
る
こ
の
物
語
り
手
の
物

語
を
、
解
釈
学
的
に
同
種
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

結
果
、
神
の
ひ
と
つ
の
譬
え
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
無
比
性
は
考
慮
さ
れ
な
い

ま
ま
で
あ
る 

│
│ 
ま
さ
に
物
語
の
神
学
に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
な
問
い
が
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生
じ
て
く
る
に
違
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
神
の
支
配

の
物
語
り
手
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
物
語
ら
れ
る
物
語
り
手
と
な
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
ン
リ
ヒ
自
身
は
た
し
か
に
「
復

活
の
出
来
事
の
定
式
が 

…
… 

も
っ
ぱ
ら
物
語
ら
れ
る
出
来
事
に
」な
り
、「
他

の
す
べ
て
の
物
語
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
物
語
り
う
る
出
来
事
を
自
ら
の
う
ち

に
要
約
し
て
い
）
22
（る

」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
物
語
の
全

く
キ
リ
ス
ト
論
的
な
関
連
の
《
ケ
リ
ュ
グ
マ
的
》
性
格
が
避
け
が
た
い
も
の

と
し
て
迫
っ
て
く
る
。
し
か
し
ヴ
ァ
イ
ン
リ
ヒ
は
次
の
よ
う
な
結

論  

│ 

そ
の
可
能
性
と
し
て
は
全
く
正
し
い
結
論 

│
│ 

を
引
き
出
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
こ
の
中
心
的
出
来
事
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
状
況

が
生
み
出
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
か
つ
て
復
活
の
出
来
事
を
聞
き
手
と
し
て
受

け
入
れ
、
そ
し
て
こ
の
資
格
を
も
つ
中
で
、『
彼
は
よ
み
が
え
ら
れ
た
』
と

の
復
活
の
挨
拶
を
通
し
て
、
自
ら
を
キ
リ
ス
ト
教
の
物
語
共
同
体
の
一
員
と

認
め
る
人
び
と
は
、
今
後
、
他
の
す
べ
て
の
物
語
を
受
容
し
、
次
に
そ
れ
を

伝
え
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
、
今
や
復
活
の
出
来
事
を

反
復
す
る
必
要
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
聖
書
の
そ
の
他
の
物
語
ら
れ
た
出
来

事
を
反
復
す
る
必
要
は
全
く
な
い
こ
れ
は
、
物
語
│
以
後
（post

-narrativ
）

の
時
代
に
お
け
る
重
要
な
免
除
で
あ
）
23
（る

」。

　

し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
ま
だ
決
し
て
物
語-

以
後
で
は
な
い
時
代
に
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
使
徒
パ
ウ
ロ
と
あ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
熱
狂
主
義
者
た
ち

と
の
対
決
が
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
彼
ら
は
復
活
の
出
来
事
の
物
語
と

自
ら
を
同
一
化
し
た
結
果
、
自
ら
は
復
活
者
の
受
難
物
語
か
ら
解
放
さ
れ
う

る
と
信
じ
て
い
た
。
ま
さ
に
彼
ら
に
対
し
、パ
ウ
ロ
は
復
活
さ
れ
た
方
を《
十

字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
》
と
し
て
際
立
た
せ
、
告
知
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
に

対
す
る
解
釈
学
的
対
応
の
中
で
キ
リ
ス
ト
論
的
伝
承
は
、
そ
の
熱
狂
主
義
的

に
強
奪
し
う
る
、
そ
し
て
分
離
可
能
な
キ
リ
ス
ト
論
的-

終
末
論
的
賛
歌
か

ら 

│ 

ま
た
こ
れ
と
《
共
に
》 

│ 

地
上
の
イ
エ
ス
の
物
語
ら
れ
た
歴
史

へ
と
、そ
し
て
こ
れ
と
同
時
に
、今
や
イ
エ
ス
の
復
活
と
死
を
「
聖
書
に
従
っ

て
」
起
こ
っ
た
こ
と
と
し
て
物
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
旧
約
聖
書

の
伝
承
へ
と
戻
っ
た
（
Ⅰ
コ
リ
一
五
・
三
以
下
、
Ⅰ
コ
リ
一
一
・
二
三
以
下
）。

も
し
も
復
活
の
出
来
事
の
物
語
が
「
他
の
す
べ
て
の
物
語
の
伝
達
」
か
ら
現

実
に
《
解
放
さ
れ
る
》
と
す
れ
ば
、
福
音
書
と
い
う
文
学
的
ジ
ャ
ン
ル
は
ほ

と
ん
ど
成
立
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
）
24
（う

。
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
の
復
活
に

関
す
る
ひ
と
つ
の
福
音
書
は
む
し
ろ
、
神
の
国
の
物
語
り
手
の
生
と
受
難
に

関
す
る
物
語
、
つ
ま
り
復
活
者
を
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
と
し
て
告
知
す

る
物
語
を
呼
び
求
め
て
い
）
25
（る

。「
そ
の
福
音
書
は
、
そ
の
他
の
福
音
書
な
し

に
は
福
音
書
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
）
26
（い

」。
イ
エ
ス-

伝
承
に
遡

る 

│ 

こ
れ
は
ケ
リ
ュ
グ
マ
と
い
う
性
格
か
ら
必
然
的
な
こ
と
で
あ

る 

│ 

際
に
、
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
復
活
の
出
来
事
の
物
語
に
と
っ
て

放
棄
し
え
な
い
真
理
へ
の
関
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で《
現
実
的
な
も
の
》

と
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、地
上
的
な
関
連
を
ま
さ
に
な
お
廃
棄
せ
ず
、

そ
の
地
上
的
な
連
関
の
中
に
入
り
込
み
、
そ
し
て
そ
の
地
上
的
な
関
連
を
そ
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の
よ
う
な
仕
方
で
新
た
に
規
定
す
る
、
イ
エ
ス
の
復
活
と
い
う
《
出
来
事
と

な
っ
た
存
在
（G

eschehensein

）》
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
の
真
理
へ
の
関
心
は
、「
イ
エ
ス
は
本
当
に
復
活

さ
れ
た
」（ 
ル
カ
二
四
・
三
四
）
と
い
う
言
葉
の
中
に
現
わ
れ
て
い

る 

│ 

お
そ
ら
く
そ
の
言
葉
は
、
ヴ
ァ
イ
ン
リ
ヒ
が
考
え
て
い
る
よ
う
）
27
（に
、

復
活
に
対
す
る
《
疑
念
》
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
他

方
、
同
じ
真
理
へ
の
関
心
は
、
諸
福
音
書
の
物
語
に
お
い
て
《
キ
リ
ス
ト
論

的
に
》、
そ
し
て
義
認
論
に
お
い
て
《
人
間
論
的
に
》
遂
行
さ
れ
て
い
る
、

復
活
の
出
来
事
の
正
し
い
《
説
明
》
に
関
連
し
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、

「
そ
の
歴
史
の
真
理
価
値
」
を
問
う
歴
史
学
の
関
心
と
は
異
な
っ
て
い

る 

│ 

こ
の
関
連
で
ヴ
ァ
イ
ン
リ
）
28
（ヒ

は
、
こ
の
文
献
は
こ
の
関
心
と
共
に

「
そ
の
物
語
と
し
て
の
無
邪
気
さ
を
失
っ
て
し
ま
っ
）
29
（た
」
と
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
共
観
福
音
書
の
伝
承
の
よ
う
に
、
神
学
的
に
省
察
さ
れ
た
仕
方
で
進

行
す
る
伝
承
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は「
物

語
と
し
て
の
無
邪
気
さ
」で
は
あ
り
え
な
）
30
（い

。
む
し
ろ
救
い
の
出
来
事
の《
わ

れ
わ
れ
の
外
で
（
エ
ク
ス
ト
ラ
・
ノ
ス
）》
に
対
す
る
《
救
済
論
的
》
関
心
は
、

次
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
激
烈
な
関
心
が
現
れ
た
こ
と
に
対
す
る
少

な
く
と
も
暗
示
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
非
常
に
早
い
段

階
で
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語
ら
れ
る
べ
き
歴
史
の
、
現
実
に
出
来
事

と
な
っ
た
存
在
に
対
す
る
関
心
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
そ
の
真
理

価
値
に
対
す
る
関
心
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
歴
史
的
問
題
提
起
が
明
確
に
貫

徹
さ
れ
始
め
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
へ
の
関
心
の
ま
さ
に
あ
の
救
済
論

的
起
源
は
、同
時
に
次
の
よ
う
な
危
険
の
源
泉
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

歴
史
的
に
十
分
に
実
証
さ
れ
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
反
証
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
救
済
に
関
す
る
問
い
の
ゆ
え
に
真
理
と
し
て
《
主
張

し
て
し
ま
う
》危
険
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
過
程
は
、

そ
の
知
性
的
な
面
で
の
疑
わ
し
さ
と
い
う
点
で
、
相
変
わ
ら
ず
、
信
仰
は
い

ず
れ
に
せ
よ
真
理
問
題
に
関
心
を
も
ち
う
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
否
定
的

例
証
と
な
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
の
過
程
は
、
共
観
福
音
書
の

伝
承
の
歴
史
の
中
で
、
物
語
ら
れ
る
べ
き
伝
承
素
材
と
共
に
遂
行
さ
れ
た
絶

え
間
な
い
諸
々
の
変
更
と
区
別
さ
れ
る 

│
│ 

そ
れ
は
、「
過
去
の
出
来
事
が

単
に
ひ
と
つ
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
多
く
の
観
点
か
ら
次
々
と

記
述
さ
れ
う
る
」
と
い
う
普
遍
的
歴
史
的
洞
察
を
例
証
に
よ
っ
て
証
明
す
る

過
程
で
あ
る
。
物
語
ら
れ
る
い
ず
れ
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
同
じ
出
来
事
の

種
々
の
異
な
る
時
間
的
観
点
が
連
続
的
に
展
開
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
）
31
（る

」。

　

ヴ
ァ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
物
語
る
信
仰
の
こ
の
真
の
真
理
へ
の
関
心
を
見
逃
さ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
彼
が
、
物
語
を
通
し
て
聞
き
手

の
う
ち
に
生
み
出
さ
れ
る
「
当
惑
」
を
直
接
《
行
為
者
と
し
て
の
》
人
間
に

関
連
づ
け
、
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
《
命
令
法
的
に
》
解
釈
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
彼
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
物
語
は
、
真
理
の
肯
定
な
い
し
否
定

を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
多
い
、
あ
る
い
は
よ
り
少
な
い
妥
当

性
（R

elevanz

）
を
狙
っ
て
い
る
。
最
も
有
意
味
な
物
語
は
信
仰
（fides

）
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に
向
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
聞
き
手
か
ら
、
彼
自
身
が
物
語
の
行
為
者

と
な
り
、
そ
し
て
物
語
ら
れ
た
行
為
に
従
う
こ
と
を
要
求
す
）
32
（る

」。
そ
の
関

心
は
、「
聞
き
手
の
中
に
当
惑
を
生
み
出
し
、
聞
き
手
を
『
言
葉
の
行
為
者
』

と
し
、
そ
の
結
果
、
彼
に
よ
っ
て
再
び
物
語
ら
れ
る
よ
う
に
さ
せ
る
、
以
前

に
物
語
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
続
い
て
物
語
ら
れ
た
物
語
に
向
け
ら
れ

て
い
）
33
（る

」。
し
か
し
こ
の
分
析
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
物
語
の
機
能
の
一
部
を

的
確
に
捉
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
聖
書
に
お
け
る
物
語
に
も
、

ま
た
聖
書
に
基
づ
く
物
語
に
も
、
次
の
よ
う
な
普
遍
的
解
釈
学
的
構
造
が
当

て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
W
・
ベ
ン
ヤ
ミ
）
34
（ン

が
定
式
化
し
て
い
る
よ
う
に
、
真

の
物
語
は
す
べ
て
「
公
け
に
、
あ
る
い
は
隠
れ
た
仕
方
で
、
役
立
つ
も
の
」

を
含
ん
で
お
り
、し
た
が
っ
て
「
物
語
り
手
は 
…
… 

聞
き
手
に
助
言
す
る
」。

し
か
し
物
語
り
手
が
そ
こ
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
実
践
的
関
心
」
は
、

《
直
接
》
行
為
に
向
か
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
物
語
る
言
葉

な
し
に
は 

│ 

ど
ん
な
理
由
で
あ
れ 

│ 

お
の
ず
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と

の
《
な
い
》
こ
と
、
し
か
し
物
語
る
言
葉
に
基
づ
い
て
最
も
自
明
な
こ
と
と

し
て
表
わ
れ
て
く
る
こ
と
を
、《
経
験
で
き
る
》よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
誘
発
さ
れ
る
の
は
実
践
理
性
で
は
な
く
、
判
断
力
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
聞
き
手
（
マ
リ
ア
）
は
性
急
な
行
為
（
マ
ル
タ
）
よ
り
も
良
い
方
を

選
ん
だ
の
で
あ
る
（
ル
カ
一
〇
・
四
二
）。「
行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う

に
し
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
を
引
き
起
こ
す
、
行
為
を
目
指
す
範
例
と
な
る

イ
エ
ス
の
諸
々
の
物
語
で
さ
え
、 

こ
の
命
令
法
と
共
に
、
新
た
に
発
見
さ
れ

た
直
接
法
を
、
し
た
が
っ
て
聞
き
手
自
身
が
自
ら
に
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
定
式
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
本
来
い
つ
も
す
で
に
自

明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
た
し
か
に
自
明
で
な
か
っ
た

こ
と
を
《
新
た
に
》
自
明
に
す
る
。
こ
の
こ
と
が
新
た
に
起
こ
る
た
め
に
は
、

明
ら
か
に
ひ
と
は
ま
ず
自
分
自
身
に
対
す
る
そ
の
強
制
か
ら
《
解
放
さ
れ
》

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
目
的
の
た
め
に
ひ
と
は
ま
ず「
言

葉
の
《
聞
き
手
》」
と
な
る
。
彼
は
、
聞
き
手
で
あ
る
か
ぎ
り
、
全
く
何
も

為
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、し
か
し
聞
く
こ
と
に
よ
り
《
獲
得
さ
れ
た
自
由
》

に
基
づ
い
て
行
為
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
彼
の
行
為
は
、
そ

し
て
ま
さ
に
行
動
と
し
て
も
、《
言
葉
の
》
行
為
で
あ
り
続
け
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
論
的
な
物
語
を
物
語
る
こ
と
と
の
関
連
に
お
い

て
も
、
全
く
別
な
仕
方
で
、
正
し
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
物
語
に

お
い
て
神
が
自
ら
を
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
と
同
一
化
す
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
こ
の
物
語
は
自
明
な
こ
と
を
す
べ
て
粉
砕
し
、
そ
の
結
果
、
十
字
架

に
つ
け
ら
れ
た
神
と
、
新
た
な
生
へ
と
覚
醒
さ
れ
た
人
間
に
つ
い
て
物
語
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
聞
き
手
は
、
ま
さ
に
こ
の
物
語
が
彼
の
物
語

で
も
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
が
こ
の
物
語
に
対
応
す
る
こ
と
を
《
為
す
》
こ
と

が
で
き
る
前
に
、
言
葉
を
通
し
て
実
存
的
に
こ
の
物
語
へ
と
巻
き
込
ま
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語
は
、
い
わ
ば
そ
の
物
語
か

ら
突
発
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
物
語
る
言
葉
を
通
し
て
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

お
よ
び
ル
タ
ー
に
倣
っ
て
言
う
な
ら
ば
）、
そ
れ
が
実
例
と
し
て
機
能
し
う



一
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る
前
に
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
な
る
。
聞
き
手
に
自
分
自
身
か
ら
の
自
由
を
獲

得
さ
せ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
論
的
物
語
を
物
語
る
と
い
う
い
わ
ば
サ
ク
ラ
メ

ン
タ
ル
な
機
能
で
あ
）
35
（る
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
ゆ
え
に
、
物
語
は
物
語
ら
れ

た
も
の
の《
真
理
》に
依
拠
し
て
い
る 

│
│ 

た
と
え
ま
ず
第
一
に
物
語
の《
核

心
の
真
理
》
に
、
そ
し
て
第
二
次
的
に
初
め
て
、
そ
の
核
心
が
そ
こ
か
ら
出

て
く
る
事
実
の
真
理
に
依
拠
し
て
い
る
と
し
て
も
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ

こ
で
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
方
で
譬
え
話
の
物
語
と
、
他
方
で
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
物
語
ら
れ
た
物
語
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

│ 

譬
え
は「
事

実
の
真
理
」
に
対
し
無
関
心
で
い
ら
れ
る
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語

は
、「
事
実
の
真
理
」
な
し
に
は
「
核
心
の
真
理
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

　

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語
を
念
頭
に
置
く
か

ぎ
り
、こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
《
真
理
》
は
自
由
を
生
み
出
し
、

そ
し
て
獲
得
さ
れ
る
《
自
由
》 

│ 

そ
れ
は
《
聞
く
こ
と
》
か
ら
生
ま
れ

る 

│ 

に
基
づ
い
て
初
め
て
、
歴
史
を
さ
ら
に
動
か
す
《
行
為
》
が
後
か

ら
続
い
て
く
る
。

　

F
・
フ
ェ
ル
マ
ン
は
、
そ
の
魅
力
的
な
論
文
「
ラ
プ
ラ
ス
の
悪
魔
の
終
焉
」

の
中
で
、
次
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
も
ち
ろ
ん
異
論
を
唱
え
て
い
る
。
そ
れ

は
、
物
語
を
物
語
る
自
我
は
、
物
語
る
こ
と
を
通
し
て
歴
史 

│ 

生
の
現

実
と
し
て
の
歴
史 

│ 

を
前
進
さ
せ
る
こ
と
に
、
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
今
や
た
し
か
に
歴
史
家
に
と
っ
て
は 

│ 

お
そ

ら
く
！ 

│ 

次
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
物
語
を
物
語

る
自
我
と
し
て
、
E
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
自
我

と
似
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
歴
史
家
に
対
し
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学

的
自
我
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
「
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
、
自
然
に
世
界
の
内
側
に
入
っ
て
行
き
、
そ
こ
で

他
の
何
ら
か
の
仕
方
で
生
き
て
い
る
自
我
を
、
世
界
に
《
関
心
を
も
つ
》
自

我
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
現
象
学
的
に
変
更
さ
れ
、
そ
し
て
あ
ま
り
に
恒
常
的

に
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
心
性
の
本
質
は
、
素
朴
に
関
心
を
も
つ
自
我
の

上
に
現
象
学
的
な
自
我
が
《
関
心
を
も
た
な
い
観
客
》
と
し
て
居
を
構
え
る

こ
と
に
よ
り
、
自
我
が
分
裂
し
て
行
く
こ
と
に
あ
）
36
（る

」。
し
か
し
な
が
ら

F
・
シ
ラ
）
37
（ー

に
な
ら
っ
て
、
い
わ
ば
静
か
に
立
つ
行
動
そ
れ
自
体
の
周
り
を

動
き
回
る
詩
人
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
詩
人
と
異
な
る
叙
事
詩
の
詩
人
を
、

フ
ェ
ル
マ
）
38
（ン

が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
関
心
を
も
た
な
い
観
客
と
し
て
捉

え
る
こ
と
は
で
き
な
い 

│
│ 

た
と
え
カ
ン
ト
の
「
無
関
心
な
満
足
」
と
い

う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
と
し
て
も
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
信
仰
の
、
物

語
を
物
語
る
自
我
に
は
決
し
て
当
て
は
ま
ら
な
い
。
W
・
シ
ャ
プ
の
言
葉
を

借
り
る
と
、
こ
の
自
我
は
「
歴
史
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
」、
す
な
わ
ち
イ

ス
ラ
エ
ル
と
共
に
な
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
歴
史
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
人
と

異
邦
人
の
中
か
ら
《
新
た
に
》
呼
び
出
さ
れ
た
神
の
民
と
共
な
る
神
の
歴
史

に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
（
ロ
ー
マ
一
・
一
六
、
ガ
ラ
三
・
二
八
、
Ⅰ
コ
リ
九
・

二
〇
、Ⅰ
コ
リ
一
二
・
一
三
、エ
フ
ェ
二
・
一
二
│
二
二
）。
ま
た
こ
の
自
我
は
、
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人
間
イ
エ
ス
と
神
の
同
一
化
に
お
い
て
決
定
的
に
啓
示
さ
れ
成
就
さ
れ
て
い

る
神
の
人
間
性
の
歴
史
に
も
同
様
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。「『
歴
史
』
に
巻

き
込
ま
れ
て
い
る
者
は
、
歴
史
を
物
語
る
こ
と
が
で
き
ず
、
歴
史
を
物
語
る

こ
と
が
で
き
る
者
は
、
も
は
や
歴
史
に
巻
き
込
ま
れ
な
）
39
（い

」
と
フ
ェ
ル
マ
ン

は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
フ
ェ
ル
マ
ン
の
根
本
命
題
は
、
信
ず

る
自
我
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
詩
編
の

言
葉
「
わ
た
し
は
信
じ
た
。
そ
れ
で
、
わ
た
し
は
語
っ
た
」（
詩

一
一
六
・
一
〇
、
Ⅱ
コ
リ
四
・
一
三
）
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
全
く

正
反
対
に
「
人
の
口
か
ら
は
、
心
に
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
が
出
て
く
る
」（ 

マ
タ
一
二
・
三
四
、
平
行
箇
所
ル
カ
六
・
四
五
。
使
四
・
二
〇
と
Ⅰ
コ
リ
九
・

一
六
を
参
照
）
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
の
人
間
性
の

歴
史
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
物
語
る
共
同
体
は
む
し
ろ
、
他

の
人
び
と
を
ま
さ
に
こ
の
同
じ
歴
史
に
巻
き
込
も
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ル
マ
ン
の
根
本
命
題
と
キ
リ
ス
ト
教
の
物
語
性
（N

arrativität

）
の

解
釈
学
的
構
造
と
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
聖
書
の
物
語
と
キ
リ

ス
ト
教
の
告
知
は
決
し
て
後
か
ら
の
物
語
で
は
な
く
、
同
時
に
い
つ
も
「
前

に
│
物
語
る
こ
と
（Vor

-E
rzählen

）」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
《
納

得
の
行
く
》
も
の
に
な
る
。「
ダ
ン
ト
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
（
そ

し
て
彼
に
よ
っ
て
否
定
的
な
答
え
が
与
え
ら
れ
た
）
問
い
、つ
ま
り
ひ
と
は
、

そ
の
出
来
事
が
起
こ
る
前
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
物
語
り
う
る
か
と
い
う
問
い

は
、
神
学
に
と
っ
て 

│ 

少
な
く
と
も
神
学
に
と
っ
て 

│ 

一
義
的
に
肯

定
さ
れ
る
。
聖
書
の
預
言
は
、
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
諸
々
の
行
動
を
物
語

る
企
て
、
し
た
が
っ
て
前
│
物
語
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
預
言
の
成
就

（im
plem

entum

）
は
、
行
為
の
諸
要
素
と
共
に
物
語
の
構
想
を
豊
か
な
も

の
に
す
る
そ
れ
ら
の
要
素
は
、
先
に
（vor

）
物
語
ら
れ
た
預
言
と
共
に
後

か
ら
（nach

）
物
語
ら
れ
）
40
（る

」。
そ
の
理
由
は
次
の
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

ご
自
身
か
ら
語
る
神
へ
の
信
頼
に
よ
り
、
現
実
に
対
す
る
存
在
論
的
優
位
の

可
能
性
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
現
実
そ
れ
自
体
が
全
体
と
し
て
、
そ
の

現
実
を
引
き
起
こ
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
現
実
を
通
し
て
共
に
引
き
起
こ
さ

れ
る
諸
可
能
性
の
た
め
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
人
間
の
場
合
に
不

可
能
な
こ
と
も
、
信
仰
の
判
断
に
よ
る
と
、
神
に
お
い
て
は
《
可
能
で
あ
る
》

（
マ
コ
一
〇
・
二
七
）。
そ
し
て
信
仰 

│ 

決
し
て
現
実
を
飛
び
越
え
る
こ
と

の
な
い
信
仰 

│ 

は
、ま
さ
に
神
の
諸
可
能
性
に
参
与
す
る
。こ
の
信
仰
は
、

不
信
仰
に
反
対
し
て
神
（
も
し
く
は
イ
エ
ス
）
に
よ
っ
て
の
み
貫
徹
さ
れ
る

（
マ
コ
九
・
二
三
以
下
）。
ご
自
身
か
ら
語
る
神
を
通
し
て
歴
史
的
現
実
に
与

え
ら
れ
、
そ
し
て
神
の
名
に
お
い
て
語
り
か
け
る
す
べ
て
の
言
葉
か
ら
生
ず

る
《
批
判
的
可
能
性
》
は
、
事
実
、
最
古
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
よ
っ
て
も

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
明
確
に
認
識
さ
れ
、
告
白
さ
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ

は
十
字
架
の
言
葉
（
Ⅰ
コ
リ
一
・
一
八
、二
四
）
も
し
く
は
福
音
（
ロ
ー
マ
一
・

一
六
）
を
、
神
の
力 

﹇
デ
ュ
ナ
ミ
ス
・
セ
ウ
ー
﹈、
つ
ま
り
す
べ
て
の
現
実

に
勝
る
、
し
か
も
ま
さ
に
こ
の
現
実
に
ま
さ
り
つ
つ
、
そ
こ
に
《
お
い
て
》

影
響
力
の
あ
る
力
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
強
力
な
力
は
、
批
判
的
に
識
別
す
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る
だ
け
で
な
く
（ 

Ⅰ
コ
リ
一
・
一
八
│
二
五
）、
同
時
に
批
判
的
に
評
価
を

改
め
る
（
Ⅰ
コ
リ
一
・
二
六
）
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
受
難
物
語
を
《
物
語
る
こ
と
》 

│ 

パ
ウ
ロ
の
場
合
に
は
、
十
字
架
に
つ

け
ら
れ
た
方
の
新
た
な
生
（
Ⅱ
コ
リ
一
三
・
四
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
《
神
の

力
か
ら 

﹇
エ
ク
ス
・
デ
ュ
ナ
メ
オ
ー
ス
・
セ
ウ
ー
﹈》
出
て
く
る
！
）
に
関

す
る
ケ
リ
ュ
グ
マ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る 

│ 

は
、
全
く
死
へ
と
通
じ
て

い
る
（
Ⅱ
コ
リ
一
・
八
）。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
物
語
は
こ
の
死
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
す
で
に
打
ち
負
か
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る（
Ⅱ
コ
リ
一
・
九
以
下
）。

し
た
が
っ
て
こ
の
物
語
は《
危
険
》で
あ
る 
│
│ 

お
そ
ら
く
そ
れ
は
ま
さ
に
、

死
に
対
す
る
勝
利
が
問
題
に
な
る
と
き
に
、
死
の
力
が
そ
の
物
語
そ
れ
自
体

を
、
そ
の
致
命
的
な
威
厳
を
傷
つ
け
る
冗
談
と
感
じ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
）
41
（る
。
十
字
架
の
言
葉
の
批
判
的
可
能
性
（Potential
）
は
、
現
実
を
超
え

る
厳
密
な
可
能
性
（M

öglichkeit

）
と
し
て
、
自
由
の
歴
史
へ
と
巻
き
込
む

想
起
を
生
み
出
す
。
J
・
B
・
メ
ッ
ツ
は
こ
の
た
め
に
、「
危
険
な
伝
）
43
（承

」

を
現
実
化
す
る
「
危
険
な
記
）
42
（憶

」
と
い
う
適
切
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
作
り
出
し

た
。
こ
の
危
険
な
記
憶
は
、「
そ
の
中
で
自
由
そ
れ
自
体
へ
の
関
心
が
物
語

り
つ
つ
導
入
さ
れ
、
そ
し
て
同
一
化
さ
れ
る
危
険
な
歴
）
44
（史

」
を
物
語
る
。
な

ぜ
な
ら
ま
さ
に
「
新
し
き
も
の
と
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
は 

…
… 

た

だ
物
語
り
つ
つ
導
入
さ
れ
、
そ
し
て
同
一
化
さ
）
45
（れ

」
う
る
か
ら
で
あ
る
。
神

の
人
間
性
の
福
音
は
十
字
架
の
言
葉
と
し
て
物
語
り
つ
つ
世
界
史
の
中
に
導

入
さ
れ
た 

│
│ 

こ
れ
に
加
え
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
起
源
は
、
た
だ
ち
に
神

学
的
論
証
を
通
し
て
同
一
化
し
つ
つ
そ
れ
自
身
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
と

き
以
来
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
危
険
な
物
語
は
、《
批
判
的
》
可
能
性
と
し

て
歴
史
的
理
性
の
宝
物
庫
の
中
に
入
り
込
み
、
そ
の
か
ぎ
り
で
今
日
も
世
界

史
の
中
に
間
接
的
に
現
臨
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
物
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
間
接
的
現
臨
か
ら
出
現
し
う
る
だ
け
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
抵
抗
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
近
代
の
歴
史
的

理
性
が
ま
す
ま
す
そ
の
物
語
的
深
層
構
造
を
失
う
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。「（ 

最
終
的
に
？
）
物
語-

以
後
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
習
慣

を
受
容
し
）
46
（た

」
社
会
に
お
い
て
、「
新
た
な
も
の
の
」
伝
承
さ
れ
た
「
諸
経

験
を
物
語
り
つ
つ
交
換
す
る
こ
と
に
心
を
閉
ざ
す
理
性
は 

…
… 

も
っ
ぱ
ら

再
構
成
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
」
恐
れ
が
あ
る
。「
Th
・
W
・
ア
ド
ル
ノ

が
そ
の
著
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
の
最
終
節
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
」、

理
性
は
「
結
局
技
術
の
一
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
）
47
（る

」。
た
し
か
に
解
放
的
な

意
図
を
も
つ
物
語
風
の
構
成
と
し
て
の
歴
史
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
可

能
と
み
な
さ
れ
て
い
）
48
（る

。
た
し
か
に
反
対
に
、「
素
朴
な
」
十
分
省
察
さ
れ

て
い
な
い
物
語 

│ 

し
か
し
い
つ
、「
十
分
省
察
さ
れ
て
い
な
い
」
ま
ま
に

物
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
う
の
だ
ろ
う
か 

│ 

の
終
焉
は
、「
物
語

の
代
替
物
」
か
ら
の
解
放
、
ま
た
現
在
と
関
連
す
る
決
断
の
代
用
品
と
し
て

の
物
語
か
ら
の
解
放
と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
）
49
（る

。
た
し
か
に
そ
の
う

え
「
物
語
の
代
用
品
の
神
学
的
に
意
味
の
あ
る
中
断
」
と
い
う
も
の
が
存
在

す
る
。
そ
れ
は
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
物
語
り
手
で
あ
る
イ
エ
ス
に
お
い
て
観
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察
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
マ
タ
二
二
・
二
三
│
三

）
50
（三

）。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ

て
も
、
次
の
こ
と
が
存
在
し
な
い
と
思
い
こ
ん
で
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
神

の
人
間
性
は
、
物
語
│
以
後
の
時
代
に
も
、
そ
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
く
物
語

と
し
て
だ
け
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、

次
の
事
実
を
十
分
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、《
キ
リ
ス

ト
教
会
》
に
は 
│ 
言
葉
の
創
造
と
し
て
、
ま
た
そ
の
中
で
福
音
が
純
粋

に
教
え
ら
れ
る
聖
徒
の
交
わ
り
と
し
て 

│ 《「
物
語
る
」
と
い
う
制
度

（eine Institution des E
rzählens

）》
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
で
あ

る 

│ 

こ
の
制
度
は
そ
れ
自
体
（
教
会
と
し
て
）、
そ
れ
が
神
の
あ
の
危
険

な
物
語
を
さ
ら
に
物
語
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
た
だ
そ
の
こ
と
を
通
し

て
の
み
保
持
さ
れ
る
。
教
会
は
、
そ
れ
が
こ
の
物
語
を
保
持
す
る
こ
と
を
通

し
て
の
み
保
持
さ
れ
る
。
教
会
は
、
そ
の
際
、
魅
力
的
に
物
語
る
新
た
な
方

法
を
見
い
だ
す
た
め
に
、
技
術
的
な
時
代
の
物
語
│
以
後
の
状
況
を
解
釈
学

的
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
教
会
は
、
物

語
る
こ
と
を
中
断
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
状
況
を
考
慮
し
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。
む
し
ろ
教
会
は
、「
第
二
の
素
朴
さ
」
の
中
で
物
語
の
正
当
な
意
図
に

戻
る
た
め
に
、
物
語
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
よ
く
考
え
る
と
き
に
の
み
、「
物

語
る
」
と
い
う
制
度
と
し
て
そ
の
課
題
を
正
し
く
担
う
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
な
が
ら
そ
の
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、「
物
語
る
と
い
う
こ
と
を

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
仕
事
か
ら
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
教
義
学
的
思

考
の
不
可
欠
な
省
察
で
あ
）
51
（る
。
論
証
す
る
神
学
が
物
語
の
神
学
に
な
り
う
る

た
め
に
は
、
論
証
す
る
神
学
は
あ
ら
か
じ
め
、
物
語
と
物
語
ら
れ
る
べ
き
も

の
を
省
察
す
る
、
す
な
わ
ち
弁
証
法
的
│
論
争
的
神
学
と
し
て
遂
行
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
）
52
（い

。
も
し
も
「
論
争
的
神
学
が
再
び
物
語
的
神
学
に
な
る
」

べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
論
争
的
神
学
は
「
ま
さ
に
物
語
の
論
争
的

理
論
を
必
要
と
す
）
53
（る

」。
神
学
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
物
語
の
こ
の
よ
う
な

理
論
は
、
一
方
で
、
言
語
学
的
特
徴
づ
け
を
も
つ
他
の
言
語
様
態
と
異
な
る

《
物
語
》
の
言
語
学
的
特
徴
と
構
造
を
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
）
54
（う

。
そ
し
て
そ
れ
は
他
方
で
、
物
語
を
要
求
す
る
特
性
を
も
つ
、《
物
語

ら
れ
る
べ
き
》
こ
と
を
省
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
　

　

わ
れ
わ
れ
の
前
に
は
な
お
、
神
に
つ
い
て
考
え
る
可
能
性
と
神
に
つ
い
て

語
る
可
能
性
の
た
め
に
行
わ
れ
た
熟
考
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
る
と
い
う
課

題
、
し
か
も
今
や
全
体
を
規
定
す
る
「
存
在
の
理
性
」
が
「
認
識
の
理
性
」

の
中
で
取
り
戻
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
、
そ
の
熟
考
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
る

と
い
う
課
題
が
あ
る
。
こ
の
課
題
の
ゆ
え
に
、
神
の
人
間
性
は
、
神
学
に
お

い
て
本
来
物
語
ら
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
と
な
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
、
さ
ら
に
物

語
の
言
語
学
的
特
徴
と
構
造
が
問
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
物
語
は
そ
の
構
造
に
お
い
て
も
解
釈
学
的
に
、
物
語
ら
れ
る
べ
き

も
の
に
依
拠
し
て
お
）
55
（り

、
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
物
語
の
教
義
学
な
い
し
物
語

の
説
教
学
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
や
む
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し
ろ
省
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
神
の
人
間
性
が
歴
史
と
し
て
物

語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
基
本
的

な
過
程
で
あ
る
。物
語
を
物
語
る
こ
と
が
自
ら
論
拠
を
示
し
う
る
た
め
に
は
、

そ
の
論
証
は
概
念
の
レ
ベ
ル
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
論
争
的
省
察
は
、
聖
書
が
示
す
通
り
、
信
仰
そ
れ
自
体
が
初

め
か
ら
た
だ
物
語
り
つ
つ
説
明
し
、
そ
し
て
基
礎
づ
け
る
だ
け
な
く
、
む
し

ろ
物
語
ら
れ
た
も
の
を
用
い
て
論
争
的
に
論
証
し
て
い
る
だ
け
に
、
い
っ
そ

う
差
し
迫
っ
た
問
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
起
こ
る
が
、
例
え
ば
、
特
に
キ

リ
ス
ト
論
的
伝
承
が
極
め
て
初
期
の
段
階
に
お
い
て
そ
れ
に
よ
っ
て
脅
か
さ

れ
た
、
物
語
の
聖
書
外
典
的
退
化
が
起
こ
る
と
い
う
事
態
に
は
な
ら
な
い
。

《
歴
史
（G

eschichte

）
と
し
て
の
神
の
存
在
》
は
た
し
か
に
《
諸
々
の
物

語
（G

eschichten

）》
を
通
し
て
示
唆
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
取
り
込

ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
歴
史
は
受
難
物
語
と
し
て
そ
の
独
自
な

見
解
を
有
す
る
。
そ
し
て
い
か
な
る
物
語
も
こ
の
独
自
な
見
解 
│ 
た
し

か
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
の
物
語
と
し
て
、
そ
の
中
で
具
体
的
に
遂
行

さ
れ
る
見
解 

│ 

を
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
簒
奪
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
物
語
が
、

こ
の
一
度
だ
け
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
物
語
の
諸
々
の
例
示
あ
る
い
は
諸
々

の
例
証
で
あ
る
と
自
称
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
い
！　

む
し
ろ

こ
こ
で
、
偶
像
崇
拝
の
戒
め
は
よ
う
や
く
そ
の
最
も
深
い
意
味
と
そ
の
全
き

厳
し
さ
を
獲
得
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
に
お

い
て
ご
自
身
を
現
し
た
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た

キ
リ
ス
ト
は
神
の
真
の
イ
マ
ゴ
つ
ま
り
真
の
像
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
物
語

に
関
わ
る
最
古
の
本
文
は
、
明
ら
か
に
論
争
的
性
格
を
も
つ
使
徒
の
手
紙
で

あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
書
簡
の
中
で
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
の
中
に
の

み
排
他
的
に
神
を
見
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
き

（
ガ
ラ
三
・
一
を
参
照
。
Ⅰ
コ
リ
二
・
二
と
共
に
）、
そ
れ
は
極
め
て
正
し
い
こ

と
で
あ
る
。
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
に
い
わ
ば
教
育
的
な
仕
方
で
固
執
す

る
こ
と
に
よ
り
、
福
音
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語
を
物
語
る
こ

と
に
、
そ
の
物
語
と
し
て
の
統
一
性
が
与
え
ら
れ
る 

│
│ 

そ
の
物
語
る
こ

と
が
初
め
か
ら
、
復
活
の
出
来
事
の
う
ち
に
頂
点
を
も
つ
受
難
物
語
を
目
指

し
て
企
画
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
。
神
の
物
語
を
諸
々
の
物
語
り
に

解
消
さ
せ
な
い
の
は
、
神
の
啓
示
の
《
決
定
性
（D

ifinitivität

）》
で
あ
り
、

自
ら
を
啓
示
す
る
神
の
《
無
比
性
（E

inzigartigkeit 

﹇
た
だ
一
回
の
出
来

事
﹈）》
で
あ
）
56
（る

。
神
は
諸
々
の
物
語
を
も
た
ず
、
神
は
歴
史
で
あ
る
。
こ
れ

を
強
調
し
て
い
る
の
は
、
新
約
聖
書
の
物
語
の
終
末
論
的
時
制
の
機
能
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
一
度
か
ぎ
り
（
エ
フ
ァ
パ
ッ
ク
ス
）」
と
い
う
概
念
の
中
で

保
証
さ
れ
、
神
の
人
間
性
を
そ
れ
に
対
応
す
る
言
語
で
歴
史
と
し
て
物
語
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
相
応
す
る
定
式
に
お
い
て
解
釈
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

神
の
人
間
性
の
無
比
性
、
決
定
性
、
そ
し
て
「
一
度
か
ぎ
り
」
は
、「
神

は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
信
仰
告
白
の
中
に
最
も
厳
密
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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神
の
存
在
を
物
語
る
こ
と
は
、
神
の
愛
を
物
語
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
を
も

意
味
せ
ず
、ま
た
意
味
し
て
は
な
ら
な
い
。「
神
は
愛
で
あ
る
」と
い
う
句
は
、

し
た
が
っ
て
神
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
発
言 

│ 

神
の
怒
り
と
裁
き
に
就
い

て
の
発
言
で
さ
え 

│ 

を
伴
う
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
（
も
し
も

こ
れ
ら
の
発
言
が
神
に
対
応
し
て
い
る
と
す
れ
ば
）。
こ
の
意
味
で
重
要
な

の
は
、「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
を
、
神
の
真
理
は
依
然
と
し
て
物
語

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仕
方
で
考
え
る
こ
と
で
あ
る
（§20

-21

）。
神
は
、

人
間
イ
エ
ス
と
の
そ
の
同
一
性
に
基
づ
い
て
の
み
愛
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
、
さ
ら
に
愛
の
本
質
は
、
そ
れ
自
体
愛
す
る
者
と
愛
さ
れ
る
者
の
対

向
関
係
（G

egenüber

）
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
神
は
愛
で
あ
る
」

と
い
う
句
の
論
究
は
、
必
然
的
に
神
と
神
の
自
己
区
別
へ
の
洞
察
に
、
そ
し

て
最
終
的
に
三
一
神
の
概
念
に
至
る
。
神
が
自
ら
を
同
一
化
し
た
人
間
の
存

在
だ
け
が
、
こ
の
三
一
神
の
痕
跡
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
（§22

）。
三
一

神
の
教
理
の
十
字
架
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
展
開
に
よ
っ
て
（§23

-25

）、
こ

れ
ら
の
研
究
は
、
今
や
、
神
の
存
在
は
到
来
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
命
題
が

保
証
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
解
釈
学
的
目
標
と
そ
の
神
学
的
根
拠

に
到
達
す
る
。
神
は
、
到
来
す
る
方
と
し
て
そ
の
存
在
を
救
済
へ
と
向
け
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
神
は
人
間
の
世
界
の
秘
密
な
の
で
あ

る
。

第
二
〇
節
　  

愛
で
あ
る
神 

│
│ 

神
と
愛
の
同
一
性
に
つ
い
て

一
　

キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
神
の
存
在
を
問
う
問
い
に
多
く
の
答
え
を
与
え
て

き
た
。
し
か
し
す
べ
て
の
答
え
の
中
で
も
、
そ
れ
は
、「
神
は
愛
で
あ
る
」

と
い
う
ひ
と
つ
の
答
え
に
常
に
無
制
約
的
優
位
性
を
与
え
て
き
た
。
人
び
と

は
そ
の
た
め
に
、
新
約
聖
書
の
ひ
と
つ
の
《
句
》
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と

が
で
き
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
な
し
に
は
そ
も
そ
も
新
約
聖
書
全
体
が
成
立

し
な
か
っ
た
《
出
来
事
》
つ
ま
り
イ
エ
ス
の
死
と
死
者
か
ら
の
イ
エ
ス
の
甦

り
を
典
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
神
は
愛
で
あ
る
」（「 

ヨ

ハ
ネ
の
手
紙 

一
」
四
・
八
）
と
い
う
新
約
聖
書
の
句
は
、
人
間
が
、
ま
さ
に

こ
の
神
の
霊
で
あ
る
愛
の
霊
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
の
実
存
全
体

が
こ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
可
能
に
な

る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
神
の
子
で
あ
り
、
世
界
の
救
い
主
で
あ
る
と
告

白
す
る
と
き
、彼
ら
は
こ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る（「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙 

一
」四
・

一
二
│
一
五
。同
四
・
二
と
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
二
・
三
を
参
照
）。し
た
が
っ
て「
神

は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
は
、
愛
と
し
て
の
神
が
人
間
の
あ
い
だ
に
お
け
る

出
来
事
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
真
に
人
間
的
な
句
と
な
る
。
つ
ま
り
「
わ
た

し
た
ち
が
互
い
に
愛
し
合
う
な
ら
ば
、
神
は
わ
た
し
た
ち
の
内
に
と
ど
ま
っ

て
く
だ
さ
り
、
神
の
愛
が
わ
た
し
た
ち
の
内
で
全
う
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」

（「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙 

一
」
四
・
一
二
）。
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「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
は
、
定
式
化
さ
れ
た
真
理
で
あ
る
。
も
し

も
こ
の
句
が
決
ま
り
文
句
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
生
き

ら
れ
、
ま
た
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
を
愛
と
し
て
考
え
る
こ
と

は
神
学
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
神
学
は
二
つ
の
こ
と
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
一
方
で
神
学
は
、
愛 

│ 

そ
れ
は
、
神
の
述
語
と
し
て
も
、

人
間
が
愛
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
に
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い 

│ 

の
本
質

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
他
方
で
神
学
は
、
神
の
存

在 

│ 

そ
れ
は
、「
神
」
と
い
う
語
が
決
し
て
無
用
に
な
ら
な
い
と
い
う
仕

方
で
、《
人
間
の
》
愛
の
出
来
事
か
ら
区
別
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る 

│ 

を
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
重
の
課
題
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
以

下
に
お
い
て
、
も
う
一
度
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
を
手
が
か
り

に
、
そ
の
際
に
思
考
が
さ
ら
さ
れ
る
問
題
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

　

フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
は
、「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
を
神
の
人
間
化

（M
enschw

erdung

）
の
教
理
の
解
釈
と
し
て
理
解
し
た
。
し
か
し
な
が
ら

彼
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
人
間
学
は
、
こ
の
教
理
の
言
明
（A

usage

）
を
愛

に
よ
る
神
性
（G
ottheit

）
の
克
服
の
表
明
（A

nsage

）
と
理
解
し
て
お
り
、

こ
の
点
で
そ
の
教
理
の
神
学
的
意
図
と
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
人
間

学
は
、「
こ
の
教
理
を
批
判
し
、
そ
れ
を 

…
…
《
愛
》
に
還
元
し
て
い
る
。

そ
の
教
理
は
わ
れ
わ
れ
に
二
つ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
《
神
と

愛
》
で
あ
る
。
神
は
愛
で
あ
る
、
し
か
し
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う

か
）
1
（？
」。
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
神
学
と
そ
れ
と
一
緒
に
な
っ
た
思

弁
的
哲
学
は
、「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
に
お
い
て
愛
に
、「
主
語
で
は

な
く
、
単
な
る
述
語
の
地
位
」
を
認
め
る
点
で
過
ち
を
犯
し
て
い
る
。「
こ

う
し
て
愛
は
、
暗
い
背
景
つ
ま
り
神
を
通
し
て
後
退
さ
せ
ら
れ
、
格
下
げ
さ

れ
て
い
）
2
（る
」。
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
の
、キ
リ
ス
ト
教
の
「
人
間
学
的
」
解
釈
は
、

こ
れ
に
反
対
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
に
よ
る
と
、「『
神
は
愛
で
あ
る
』
と
い
う

句
に
お
い
て
主
語
で
あ
る
よ
う
な
そ
の
神
性
そ
れ
自
体
か
ら
で
は
な
く
、
述

語
で
あ
る
愛
か
ら
、
そ
の
神
性
の
否
定
が
現
れ
た
。
し
た
が
っ
て
愛
は
、
神

性
よ
り
も
高
次
の
力
で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
。《
愛
は
神
を
克
服
す
る
》

…
… 

で
は
、誰
が
わ
れ
わ
れ
の
救
済
者
（E

rlöser

）
と
和
解
者
（Versöhner

）

な
の
か
？
神
か
、
そ
れ
と
も
愛
か
？
愛
。
な
ぜ
な
ら
神
と
し
て
の
神
が
わ
れ

わ
れ
を
救
済
し
た
の
で
は
な
く
、
神
的
人
格
性
と
人
間
的
人
格
性
の
区
別
を

超
越
す
る
愛
が
わ
れ
わ
れ
を
救
済
し
た
か
ら
で
あ
る
。
神
が
愛
の
ゆ
え
に
ご

自
身
を
断
念
す
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
も
愛
の
ゆ
え
に
神
を
断
念
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
《
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
愛
の
た
め
に
神
を
犠
牲
に

し
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
た
め
に
愛
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る 

…
）
3
（…

》」。

　

こ
こ
で
は
、
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
の
論
証
（A

rgum
entation

）
の
冒
険
的

論
理
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
と
せ
ず
、そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
引
く
の
は
こ
の
論
証
の
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ォ
イ

ア
バ
ッ
ハ
自
身
に
よ
っ
て
十
分
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。
神
の
受
肉
の
教
理

は
次
の
よ
う
な
前
提
か
ら
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
神
は
ま
さ
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に
す
で
に
い
つ
も
人
間
で
《
あ
る
》
が
ゆ
え
に
、
神
は
決
し
て
人
間
に
《
な

り
》
え
な
い
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
人
間
と
な
っ
た
神
は
、《
神

と
な
っ
た
》
人
間
の
現
れ
に
す
ぎ
な

）
4
（い

」。
ま
た
こ
こ
で
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の

前
提
の
問
題
性
と
取
り
組
む
必
要
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
関
連
で
興
味
深
い

の
は
む
し
ろ
、
自
己
批
判
的
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
の
詳
論

に
基
づ
い
て
自
己
自
身
に
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
批
判
的
問
い
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
無
条
件
に
こ
う
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
神
は
愛
で
あ
る
」

と
い
う
句
に
お
け
る
主
語
と
述
語
の
論
理
的
区
別
は
、
通
例
、
事
実
、
神
学

に
よ
っ
て
神
と
愛
の
存
在
論
的
相
違
の
意
味
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
、
そ
の
結
果
、
愛
が
、
神
と
い
う
た
し
か
に
「
暗
い
背
景
」

を
通
し
て
、
完
全
に
「
後
退
さ
せ
ら
れ
、
過
小
評
価
さ
れ
て
」
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
。
も
う
一
度
、
愛
か
ら
区
別
さ
れ
う
る
神
の
中
に
、
愛
な
き
怪

物
を
発
見
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
の
戯
画
化
は
、
あ
ら
ゆ
る

誇
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
的
を
射
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
次
の
こ
と
を

恐
れ
た
と
き
、
彼
は
正
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
つ
ま
り
彼
は
、
神
学

者
た
ち
に
と
っ
て
最
終
的
に
重
要
な
の
は
、
神
は
愛
で
《
あ
る
》
と
い
う
真

理
よ
り
も
、「
神
の
絶
対
的
な
力
」（potentia dei absoluta

）
と
「
隠
れ
た
神
」

（deus absconditus

）
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
わ
れ
わ

れ
は
、
神
と
愛
の
不
適
切
な
神
学
的
区
別
と
い
う
こ
の
診
断
を
軽
率
に
無
視

し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
愛
が
実
体
に
、
本
質
そ
れ
自
体
に

高
め
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
愛
の
背
後
に
、《
愛
な
し
に
も
な
お
そ
れ
自
体
何

も
の
か
》
で
あ
る
主
体
、《
愛
な
き
怪
物
》、そ
の
《
愛
か
ら
区
別
さ
れ
う
る
》、

そ
し
て
《
現
実
に
区
別
さ
れ
た
人
格
性
》
が
、異
端
者
と
不
信
仰
者
の
《
血
》

を
喜
ぶ
《
悪
魔
的
存
在
》
が
待
ち
伏
せ
る
か
ぎ
り
、

│ 《
宗
教
的
熱
狂
主

義
の
幻
影
》
が
待
ち
伏
せ
る
か
ぎ
り
）
5
（！

」。

　

こ
の
攻
撃
的
診
断
の
積
極
的
意
図
は
、
神
の
存
在
が
最
終
的
に
愛
と
し
て

定
義
さ
れ
る
こ
と
を
真
剣
に
受
け
と
め
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
に
あ

る
。「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
か
ら
そ
の
神
学
的
厳
密
さ
を
奪
い
取
ら

な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
│ 

い
ず
れ
に
せ
よ
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ

ハ
の
論
戦
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に  

│ 

、
次
の
こ
と
に
警
戒
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、神
の
存
在
が
ま
さ
に
愛
に
よ
っ
て
《
規
定
》

さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
神
と
愛
を
存
在
論
的
に
区
別
す
る
こ
と

に
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
語
と
述
語
の
区
別
に
基
づ
い
て
訓
練
さ

れ
た
神
学
に
と
っ
て
、
一
方
で
愛
の
「
担
い
手
」（ subjectum

 

﹇
主
語
﹈）

の
意
味
で
の
、
他
方
で
人
格
の
存
在
様
式
と
し
て
の
愛
の
意
味
で
の
、
神
と

愛
の
周
知
の
存
在
論
的
相
違
を
断
念
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
困
難
で
あ
ろ

う
。
愛
で
あ
る
啓
示
さ
れ
た
神
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
全
く
異
な
る

も
の
で
あ
る
隠
れ
る
神
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
ル
タ
ー

派
の
」
論
証
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
よ
り
、
ま
さ
に

「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
を
、「
神
は
愛
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
句
に

格
下
げ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
ろ
う 

│ 

こ
れ
に
よ
り
た

し
か
に
神
と
人
間
の
相
違
は
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
キ
リ
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ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
ま
ず
第
一
に
問
題
な
の
は
、愛
を
も
つ
神
で
は
な
く
、

愛
で
あ
る
神
で
あ
る
。
レ
ギ
ン
・
プ
レ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
全
く
非
の
打
ち
ど

こ
ろ
の
な
い
証
人
は
印
象
的
な
仕
方
で
こ
の
こ
と
を
際
立
た
せ
た
。
つ
ま
り

「
人
び
と
は
、
…
… 
あ
る
人
（Person

）
に
つ
い
て
、
そ
の
人
は
愛
を
も
ち
、

愛
を
行
う
、
あ
る
い
は
そ
の
人
は
愛
を
受
け
取
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
そ
の
人
は
愛
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
あ
る

人
の
存
在
様
式
と
し
て
の
い
か
な
る
愛
も
、
そ
れ
を
も
つ
、
し
か
し
そ
れ
で

は
な
い
人
格
的
担
い
手
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
… 

彼
の
兄
弟
た
ち
の
た
め
に
命
を
与
え
る
こ
と 
﹇
捨
て
る
こ
と
﹈、
そ
れ
が
愛

で
《
あ
る
》。
放
蕩
息
子
を
許
す
こ
と
、
そ
れ
が
愛
で
《
あ
る
》。
し
か
し
他

者
の
た
め
に
そ
の
命
を
与
え
る
者
は
、
彼
が
《
も
つ
》
愛
で
は
な
）
6
（い

」。

　

プ
レ
ン
タ
ー
は
こ
こ
か
ら
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
つ
ま
り
「
神
の
愛

は
、
三
一
性
の
教
理
（D

reieinigkeitsdogm
a

）
の
概
念
性
に
お
い
て
の
み

語
ら
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
神
が
ご
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
神
を
愛
す
る
こ
と

は
、
神
ご
自
身
の
み
が
な
し
う
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
）
7
（る

」。
そ
れ
は
確
か
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
三
一
の
神
の
存
在
は
愛
の
本
質
の
論
理
か
ら
演
繹
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
そ
う
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
神
は
愛
で
あ

る
」
と
い
う
句
の
完
全
な
理
解
は
、
そ
の
中
で
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
、
神
が
そ
の
主
体
存
在
（Subjektsein

）
を
三
一
論
的
に
遂
行
す
る
神

の
子
の
存
在
の
歴
史
か
ら
初
め
て
可
能
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
愛
の
歴
史

と
し
て
の
三
一
論
的
歴
史
の
理
解
も
、す
で
に
愛
の
前
理
解
（Vorverständ-

nis

）
を
前
提
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
前
理
解
は
、
も
し
も
神
と
愛

を
同
一
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
修
正
し
た
り
、
よ
り
正
確

に
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る 

│ 

そ
れ
は
、
具
体
的
な
い
か
な
る
愛
の

物
語
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
「
同
質
性
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
愛
と
は
何

か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
つ
ど
新
た
に
、
ま
た
非
常
に
独
特
な
仕
方
で
明
確

に
表
現
さ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
）
8
（る
。
し
か
し
、
愛
の
経
験
の
理
解
に
対
し
常

に
前
理
解
あ
る
い
は
後
理
解
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
、
愛
に
つ
い
て
の
わ
れ

わ
れ
の
先
行
す
る
理
解
を
そ
の
つ
ど
修
正
し
、
正
確
を
期
す
る
可
能
性
に

よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
次
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
ひ
と
は
、
愛

の
《
出
来
事
》
の
外
側
で
も
愛
を
知
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
神
は

愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
も
、
そ
れ
が
「
愛
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
、こ
の
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、

「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

一
」
の
こ
の
句
の
キ
リ
ス
ト
論
的
文
脈
か
ら
決
し
て
離

れ
ず
に
、
む
し
ろ
ま
ず
一
般
的
に
、
愛
と
は
何
か
を
問
う
と
き
に
、
そ
の
よ

り
良
い
理
解
が
え
ら
れ
る
よ
う
に
手
助
け
し
た
い
と
思
う
。し
か
し
こ
れ
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
さ
れ
た
愛
を
直
接
神
と
同
一
化
す
る
た
め
で
は
な

く
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
き
こ
の
同
一
化
の
結
果
を
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い

う
形
式
に
お
い
て
読
む
た
め
で
も
な
い
。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
正
し
か
っ
た
。

「
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
、『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙 

一
』
四
章
と
共
に
、
神
は
愛
で

あ
る
と
言
う
と
し
て
も
、
そ
の
反
対
に
、
愛
は
神
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、

次
の
条
件
が
充
た
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
拒
否
さ
れ
、
禁
止
さ
れ
る
。
つ
ま
り
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そ
れ
は
、
今
や
正
当
に
神
と
同
一
化
さ
れ
う
る
、
そ
し
て
同
一
化
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
《
そ
の
》
愛
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
、
神
の
存
在
と
、
し
た
が
っ

て
神
の
行
為
か
ら
確
か
め
ら
れ
、
そ
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
条
件
で

あ
）
9
（る

」。
た
だ
し
こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
、「
愛
」
と
い
う
語

は
同
様
に
他
の
語
と
置
き
換
え
ら
れ
う
る
と
い
う
乱
暴
な
解
釈
を
引
き
出
し

て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
神
の
存
在
と
行
為
を
通
し
て
初
め
て
、

主
語
な
る
神
の
述
語
と
し
て
機
能
す
る
言
葉
に
そ
の
意
味
が
与
え
ら
れ
る
と

の
理
由
で
あ
る
。
む
し
ろ
極
端
な
ケ
ー
ス
で
は
、
完
全
に
規
定
さ
れ
た
意
味

を
前
提
と
す
る
意
味
の
《
変
更
》
が
問
題
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
れ
ほ

ど
、「
神
は
愛
で
あ
る
」（「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙 
一
」
四
・
八
、一
六
）
と
い
う
《
句
》

を
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
論
的
文
脈
か
ら
、（ 
ま
た
ヨ
ハ
ネ
三
・
一
四
│
一
六
、

ガ
ラ
二
・
二
〇
、
ロ
ー
マ
八
・
三
五
│
三
九
の
よ
う
な
新
約
聖
書
の
類
比
的
テ

キ
ス
ト
関
連
を
考
慮
し
つ
つ
）
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
わ

れ
わ
れ
は
、
こ
の
句
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
愛
」
と
い
う
《
語
》
の
本

質
的
意
味
を
ま
ず
問
う
と
い
う
課
題
か
ら
少
し
も
解
放
さ
れ
て
い
な
い
。

愛 

│ 

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
）
10
（か

。

二
　

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
お
い
て
す
で
に
、
た
し
か
に
神
学
的

文
脈
の
中
に
現
れ
た
が
、
そ
の
際
ま
さ
に
普
遍
的
明
証
性 

﹇
確
実
性
﹈ 

を
要

求
し
た
愛
に
つ
い
て
の
理
解
を
獲
得
し
た
。
形
式
か
ら
判
断
す
る
と
、愛
は
、

な
お
さ
ら
に
大
き
く
な
る
、
し
か
も
当
然
も
っ
と
大
き
く
な
る
自
己
関
係
性

（Selbstbezogenheit

）
の
た
だ
中
で
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
（Selb-

stlosigkeit

）
の
出
来
事
と
し
て
現
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
愛
は
、
生
（L

eben

）
の
た
め
の
、
生
と
死
の
生

起
し
つ
つ
あ
る
統
一
性
（E

inheit

）
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
今
や
わ
れ
わ

れ
は
愛
の
現
象
を
、
こ
の
す
で
に
獲
得
さ
れ
た
諸
規
定
を
受
容
し
つ
つ
さ
ら

に
正
確
に
分
析
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
中
で
愛
す
る

我
（ein liebendes Ich

）
が
、
愛
さ
れ
る
汝
（ein geliebtes D

u

）
に
よ
っ

て
再
び
愛
さ
れ
る
愛
の 

│ 

決
し
て
自
明
で
は
な
い 

│ 

完
全
な
形
態
か

ら
出
発
す
）
11
（る

。

　

も
し
も
愛
が
、
な
お
さ
ら
に
大
き
く
な
る
自
己
関
係
性
の
た
だ
中
で
ま
す

ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
の
出
来
事
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
愛
す
る
我
は
、
自

分
自
身
か
ら
の
極
端
な
疎
隔
（E

ntfernung

）
と
、
全
く
新
た
な
様
式
の
自

分
自
身
へ
の
接
近
（N

ähe

）
に
襲
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
我
は
、
こ
の
汝
な

し
に
も
は
や
我
で
あ
ろ
う
と
し
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、
愛
さ
れ
る
汝
に
、
愛

し
つ
つ
自
分
を
捧
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
は
、
愛
さ
れ
る
汝
な
し
に
自
分
を

も
と
う
と
し
な
い
。
愛
さ
れ
る
汝
に
近
づ
く
た
め
に
、
我
は
い
か
な
る
距
離

を
も
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
自
己
関
係
は
激
し
く
揺
さ
ぶ
ら

れ
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
関
係
は
奇
妙
な
仕
方
で
異
化
さ
れ
る
。
我
は
こ
の
世

に
お
い
て
突
然
見
な
れ
ぬ
者
に
な
る
。
さ
ら
に
我
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
も

見
な
れ
ぬ
者
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
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わ
ち
愛
が
満
た
さ
れ
る
と
き
、
あ
の
特
異
な
よ
そ
よ
そ
し
さ
（Frem

dheit

）

は
、
決
し
て
ま
だ
そ
こ
に
存
在
し
な
か
っ
た
、
集
中
的
な
自
己
関
係
と
集
中

的
な
世
界
関
係
へ
と
変
革
さ
れ
る
。
愛
す
る
者
た
ち
は
こ
の
世
に
あ
っ
て
見

な
れ
ぬ
者
た
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
世
に
あ
る
他
の
人
び
と
よ
り
も
も
っ
と
く

つ
ろ
い
だ
関
係
に
あ
る
。
愛
す
る
者
た
ち
は
、
そ
の
つ
ど
自
分
自
身
に
対
し

全
く
よ
そ
よ
そ
し
い
が
、
互
い
に
近
づ
く
こ
と
に
よ
り
、
全
く
新
し
い
仕
方

で
そ
の
つ
ど
自
分
に
近
づ
く
よ
う
に
な
る
。
愛
す
る
我
が
愛
さ
れ
る
汝
を
新

た
に
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
愛
す
る
我
も
新
た
に
自
分
自
身
を
獲
得
し
た

の
で
あ
る
。
用
心
せ
よ
、 

我
（ich

）
は
愛
さ
れ
る
汝
を
《
も
と
う
（haben

）》

と
し
て
い
る
。
我
が
汝
を
も
と
う
と
す
る
こ
と
は
、
愛
の
す
べ
て
の
形
式
に

み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に

し
て
の
み
、我
は
自
分
自
身
を
も
《
も
と
う
》
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、

「
も
つ
こ
と
」
が
内
側
か
ら
変
革
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
も
つ
こ

と
」
の
現
象
全
体
が
別
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
前
に
、
愛
は
絶
対
的
無
私
性
と
同

一
で
は
な
い
こ
と
が
ま
ず
冷
静
に
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
愛
は
一
定

の
汝
に
向
か
う
。
愛
は
、
す
べ
て
の
人
で
は
な
く
《
こ
の
》
汝
を
欲
す
る
。

愛
は
、
愛
さ
れ
る
汝
を
、
喜
び
を
も
っ
て
見
つ
め
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
や

み
く
も
に
そ
う
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
大
切
な
の
は
、「
愛
の
あ
る
と

こ
ろ
に
、
眼
差
し
あ
り
（ubi am

or, ibi o

）
12
（

culus

）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

目
を
見
る
と
い
う
愛
の
ふ
る
ま
い
は
、「
所
有-

把
握-

欲
望
（B

esitz
-E

rgrei-

fen
-W

ollen

）」
の
非
常
に
集
約
さ
れ
た
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
実
、

す
で
に
こ
の
眼
差
し
は
姦
淫
と
同
一
視
さ
れ
た
（
マ
ル
コ
五
・
二
八
）。
要
す

る
に
、
愛
の
欲
求
（L

iebesbegehren

）
は
愛
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

人
び
と
は
こ
れ
を
愛
の
エ
ロ
ー
ス-

構
造
と
呼
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る

い
は
、
与
え
る
愛
、
情
け
深
い
愛
（am

or benevolentiae

）、
ま
た
は
愛
の

ア
ガ
ペ
ー-

構
造
と
区
別
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
情
欲
の
愛
（am

or concu-

piscentiae

）
な
い
し
必
要-

愛
と
名
づ
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
区
別
は

適
切
で
あ
る
。
後
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
区
別
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
た
も
の
を
二
者
択
一
的
に
相
互

に
対
比
す
る
こ
と
に
は
、
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
！　

こ
の
小
さ
な
発

見
か
ら
な
お
は
な
は
だ
議
論
の
余
地
の
あ
る
神
学
的
章
を
生
み
出
そ
う
と
し

た
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
、
こ
れ
に
対
応
す
る
諸
企
）
13
（画
は
、
神
の
愛

と
人
間
の
愛
の
区
別
を
求
め
る
聖
な
る
熱
情
に
動
か
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
熱
情
に
栄
光
あ
れ
！
「
わ
た
し
は
彼
ら
が
熱
心
に

神
に
仕
え
て
い
る
こ
と
を
証
し
し
ま
す
が
、
こ
の
熱
心
さ
は
、
正
し
い
に
認

識
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」（ 

ロ
ー
マ
一
〇
・
二
）。
非
常
に
機
知

に
富
ん
だ
あ
る
論
評
は
こ
う
も
ら
し
て
い
る
。「
ア
ガ
ペ
ー
と
エ
ロ
ー
ス
は
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
ど
う
し
て
彼

ら
を
取
り
違
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
）
14
（か

」。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
が
何
と
言
う
か
を
問
う
つ
も
り
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
、
彼
の

音
を
完
全
に
耳
に
残
し
つ
つ
、
た
し
か
に
、
ま
っ
た
く
適
切
に
そ
の
場
所
で
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貫
徹
さ
れ
る
べ
き
、
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
の
区
別
の
あ
る
真
理
価
値

（W
ahrheitsw

ert ﹇
真
理
値
﹈）
を
捉
え
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
、
現
象
そ
れ
自

体
に
基
づ
い
て
そ
の
誤
っ
た
二
者
択
一
の
矛
盾
を
論
証
す
る
つ
も
り
で

あ
）
15
（る

。
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
、
愛
は
目
を
開
く
と
い
う
、
議
論
の
余
地
の
な

い
洞
察
に
基
づ
い
て
方
向
を
定
め
る
。
そ
れ
は
す
べ
の
ひ
と
の
た
め
で
は
な

く
、
愛
さ
れ
る
汝
の
た
め
で
あ
る
。「
愛
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
眼
差
し
あ
り
」。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
愛
は
、
愛
さ
れ
る
も
の
（das G

eliebte

）
を
、
そ
れ
が

望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
熱
心
に
見
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
眼
差
し
は
、見
る
者
を
引
き
つ
け
る
と
こ
ろ
へ
と
急
ぐ
。
愛
す
る
我
は
、

愛
さ
れ
る
汝
を
も
つ
た
め
に
、
愛
さ
れ
る
汝
の
も
と
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
。

そ
の
接
近
は
、「
あ
る
他
者
の
も
と
で
」、並
存
や
近
接
と
は
異
な
る
他
の
「
存

在
」
様
式
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
目
的
と
共
に
、生
ず
る
。
我
は
、汝
を
《
も

つ
》
よ
う
な
仕
方
で
、
汝
の
も
と
に
《
い
》
よ
う
と
す
る
、
し
か
し
ま
た
そ

の
よ
う
に
し
て
の
み
、
自
分
自
身
の
も
と
に
い
る
か
、
あ
る
い
は
自
分
自
身

を
も
つ
。

　

愛
す
る
我
が
愛
さ
れ
る
汝
を
も
ち
、
そ
し
て
し
か
し
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に

し
て
の
み
、
同
時
に
自
分
自
身
を
も
と
う
と
す
る
こ
と
は
、
今
や
た
し
か
に

所
有
（H

aben

）
の
構
造
を
変
革
す
る  

│ 

こ
の
こ
と
は
存
在
論
的
に
も

神
学
的
に
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
愛
さ
れ
る
汝
は
、
愛
す
る
我

に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
み
欲
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
愛
さ
れ
る
汝
は
、
愛
す
る
我
が
《
身
を
捧
げ
る
（higeben

）》
こ
と
が
で

き
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
さ
い
愛
さ
れ
る
汝
は
、
愛
す
る
我
に
、
愛
さ

れ
る
汝
と
し
て《
身
を
捧
げ
》よ
う
と
す
る
。
愛
は
相
互
的
献
身（H

ingabe

）

で
あ
る
。
そ
し
て
愛
の
欲
求
は
暴
力
的
強
制
（Vergew

altung ﹇
強
姦
﹈）
の

最
大
の
敵
で
あ
る
。
し
か
し
今
や
相
互
的
献
身
の
交
換
は
、
愛
に
お
け
る
所

有
の
契
機
に
と
っ
て
、
愛
す
る
我
は
、
所
有
さ
れ
る
者
（G

ehabtw
erden

）

に
な
る
と
い
う
仕
方
で
の
み
自
分
自
身
を
も
と
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
愛
す
る
我
は
、
も
た
れ
よ
う
と
す
る
我
と
し

て
の
み
、
愛
さ
れ
る
汝
を
も
と
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て

こ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
愛
に
お
い
て
我

と
も
う
ひ
と
り
の
我
は
、
二
人
が
互
い
に
愛
さ
れ
る
汝
と
な
る
よ
う
な
仕
方

で
出
会
う
。
も
し
も
我
が
、「
そ
れ
（E

s

）」
に
な
る
よ
う
な
仕
方
で
、
そ

の
つ
ど
他
の
我
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
、
我
は
、
他

者
に
と
っ
て
そ
の
つ
ど
汝
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
愛
に
は
、
献
身
に

対
応
し
な
い
い
か
な
る
所
有
も
存
在
し
な
い
。
そ
の
他
の
も
の
は
す
べ
て
、

暴
力
的
強
制
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
愛
の
出
来
事
に
お
い
て
、
我

を
構
成
す
る
自
己
所
有
（Selbsthabe

）
は
構
造
的
に
異
な
る
現
象
へ
と
変

化
す
る
。
愛
す
る
我
は
、
た
だ
ま
さ
に
あ
た
か
も
自
分
を
も
た
な
い
か
の
ご

と
く
に
自
分
自
身
を
も
つ
。
我
は
も
た
れ
よ
う
と
す
る
、
し
か
も
そ
の
我
自

身
が
も
と
う
と
す
る
汝
に
よ
っ
て
も
た
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
汝
を

も
つ
た
め
に
は
、
我
は
自
ら
こ
の
汝
に
身
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し

た
が
っ
て
自
分
自
身
を
も
つ
こ
と
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
愛
の
理



二
四

̶ ̶59

解
に
と
っ
て
こ
の
事
態
は
決
定
的
で
あ
る
。

　

自
己
所
有
は
存
在
を
表
す
古
い
表
現
で
あ
）
16
（る
。愛
が
問
題
で
あ
る
と
き
に
、

事
実
、
問
題
に
な
る
の
は
少
な
く
と
も
存
在
な
い
し
非
存
在
で
あ
る
。
そ
し

て
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
の
二
者
択
一
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
そ
の 

│ 

こ

れ
は
も
っ
と
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る 

│ 「
真
理
の
断
片
（particula 

veri

）」 

を
、そ
の
究
極
的
根
拠
を
次
の
よ
う
な
洞
察
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
愛
の
出
来
事
に
お
い
て
は
、
愛
す
る
者
の
存
在
が
、
獲
得
さ
れ
る
こ

と
も
あ
れ
ば
失
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
奪
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
保
持

さ
れ
る 

│ 

す
な
わ
ち
愛
さ
れ
る
汝
に
よ
っ
て
、ま
さ
に
愛
す
る
我
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
保
持
さ
れ
る 

│ 

こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
だ
し
同
時
に
、

ひ
と
が
も
つ
す
べ
て
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
「
自
分
で
自
分
を
も
つ

こ
と
」（das Sich

-selber
-H

aben

）
を
失
わ
ず
に
、
ま
さ
に
何
も
の
も
、

全
く
何
も
の
も
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
除
い
て
！　

存
在
の
弁
証
法
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
愛
の
本
質
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
。

そ
れ
は
そ
こ
で
、
も
ち
ろ
ん
非
合
理
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
逆

説
的
な
も
の
と
し
て
で
も
な
く
、
凌
駕
し
が
た
い
内
的
理
性
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
た
存
在
論
的
弁
証
法
と
し
て
支
配
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
生
の
た

め
の
生
と
死
の
統
一
性
と
し
て
の
愛
に
言
及
し
た
と
き
、
す
で
に
い
つ
も
こ

の
弁
証
法
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
。
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
愛
の
本
質
の
う
ち

に
支
配
し
て
い
る
存
在
と
非
存
在
の
弁
証
法
に
一
歩
一
歩
近
づ
こ
う
と
す
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
の
表
現
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に

い
る
の
で
あ
る
。

　
三

　

愛
は
《
愛
着
（Zuneigung

）》
を
含
ん
で
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
前

提
に
し
て
い
る
。
こ
の
愛
と
矛
盾
す
る
の
が
反
感
（A

bneigung

）
で
あ
る
。

愛
着
に
お
い
て
は
、
我
に
向
き
合
う
他
者
に
対
す
る
我
の
志
向
（Intention 

des Ich

）、
つ
ま
り
汝
に
対
す
る
我
の
意
向
が
遂
行
さ
れ
る
。
し
か
し
愛
着

に
お
い
て
は
、
我
は
自
分
自
身
の
も
と
に
留
ま
っ
て
い
る
。
わ
た
し
（ich

）

は
た
し
か
に
他
者
の
と
こ
ろ
に
向
か
お
う
と
す
る
が
、
わ
た
し
は
ま
だ
彼
の

と
こ
ろ
に
到
達
し
て
い
な
い
。
我
は
自
分
の
も
と
を
離
れ
ら
れ
ず
に
い
る
。

愛
着
の
う
ち
に
あ
る
の
は
自
己
関
係
性
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
す
べ
て

の
我
は
自
然
な
仕
方
で
、
ま
た
（
存
在
論
的
に
見
て
）
罪
の
な
い
仕
方
で
、

自
分
自
身
に
向
か
っ
て
お
り
、た
し
か
に
自
分
が
心
を
寄
せ
る
汝
の
た
め
に
、

湧
き
あ
が
っ
て
く
る
無
心
性
と
対
決
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
自
己
関
係
性
が

無
私
性
に
よ
っ
て
凌
駕
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

　

し
か
し
今
や 

│ 

場
合
に
よ
っ
て
は
諸
々
の
先
行
す
る
経
過
と
状
況
に

さ
か
の
ぼ
る
が
、
そ
れ
ら
か
ら
決
し
て
導
き
出
せ
な
い
よ
う
な
仕
方

で  
│ 
、
な
お
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
自
己
関
係
性
の
た
だ
中
で
、
我
が
、

ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
へ
と
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
の
を
知
り
、
愛
着

が
危
機
に
陥
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
愛
着
か
ら《
思
い
や
り（Zuw

end-

ung 

﹇
他
者
へ
の
配
慮
﹈）》
が
生
じ
、
そ
の
さ
い
我
は
、
自
分
が
す
で
に
受
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け
身
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
す
な
わ
ち
我
は
《
抗
し
が
た
い
自
由
》

あ
る
い
《
自
由
な
不
可
効
力
性
（U

nw
iderstehlichkeit

）》
の
中
で
他
者
へ

と
向
か
う
。
愛
さ
れ
る
汝 

│ 

ま
だ
我
と
し
で
は
な
く
、
ま
ず
、
た
だ
欲

求
さ
れ
る
汝
と
し
て
の
み
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
汝 

│ 

は
、
そ
の
こ
と

を
知
ら
ず
に
、
こ
の
思
い
や
り
を
求
め
る
。

　

思
い
や
り
へ
と
高
め
ら
れ
た
愛
着
の
中
で
、
同
時
に
、
愛
す
る
我
の
自
分

自
身
か
ら
の
離
反
（A

bw
endung

）
が
遂
行
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
自
分

自
身
か
ら
の
我
の
、
愛
さ
れ
る
汝
へ
の
思
い
や
り
と
し
て
起
こ
る
離
反
は
、

そ
れ
自
体
ま
だ
全
く
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
で
あ
る
。「
自
分
自
身
へ
の
気
遣

い
」（Selbstzuw

endung

）
の
刺
激
を
高
め
る
以
外
の
い
か
な
る
意
味
も
も

た
な
い
、
自
分
自
身
か
ら
の
離
反
と
い
う
も
の
も
存
在
す
る
。
他
者
へ
の
思

い
や
り
と
、
し
た
が
っ
て
自
分
自
身
か
ら
の
離
反
も
、
高
め
ら
れ
た
、
自
分

自
身
へ
の
気
遣
い
の
昇
華
さ
れ
た
形
式
と
し
て
、
決
し
て
根
源
的
な
（radi-

kal

）
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
わ
た
し
が
そ
こ

か
ら
何
か
を
期
待
す
る
と
い
う
仕
方
で
起
こ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
か
り
そ
め
の

恋
（L

iebelei

）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
エ
ロ
ー
ス
の
姿
勢
か
も

し
れ
な
い
が
、エ
ロ
ー
ス
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。エ
ロ
ー
ス
そ
れ
自
体
は
も
っ

と
情
熱
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
に
お
け
る
、
よ
り
多
く
の
真
剣
さ
と
よ

り
多
く
の
喜
び
に
よ
っ
て
、
単
な
る
か
り
そ
め
の
恋
と
区
別
さ
れ
る
。
同
じ

こ
と
は
ア
ガ
ペ
ー
に
も
当
て
は
ま
る
。

　

か
り
そ
め
の
恋
と
異
な
り
、我
は
愛
に
お
い
て
は
《
何
も
》
期
待
し
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
《
少
し
も
》
期
待
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
愛
そ
れ
自
体
が
、

今
や
我
に
た
し
か
に
《
す
べ
て
》
を
期
待
さ
せ
る
。
よ
り
正
確
に
言
う
と
、

そ
れ
は
、
す
べ
て
以
上
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
現
実
に
愛
す
る
我
は
、
自
分
自

身
に
決
し
て
何
も
期
待
せ
ず
、

│ 

そ
し
て
例
え
ば
、
あ
る
努
力
の
形
に

お
い
て
で
は
な
く 

│ 

極
め
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
さ
い
徹
底
的

に
自
分
自
身
か
ら
離
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
、
愛
さ
れ
る
汝
に
向
か
う
か
ら

で
あ
る
。
自
分
自
身
か
ら
離
れ
、
他
者
に
向
か
う
こ
と
は
、
今
や
ラ
デ
ィ
カ

ル
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
《
献
身
》
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
献
身
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
何
か
を
期
待
す
る
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
決
し
て
何
も
期
待
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
た
し
は
、
誰
か
ら
も
、
ま

た
自
分
自
身
か
ら
も
《
何
か
を
》
も
と
う
と
せ
ず
、
た
し
か
に
自
分
自
身
を

も
っ
て
、
保
持
し
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
は
む
し
ろ
、
も
た

れ
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
占
有
、
自
己
所
有
の
代
わ
り
に
、「
占
有

さ
れ
る
こ
と
（B

esessenw
erden

）」
と
、
一
定
の
意
味
に
お
け
る
「
占
有

さ
れ
て
い
る
存
在
（B

esessenssein

）」 

が
現
れ
る
。
し
か
し
同
じ
こ
と
は

同
時
に
、
愛
さ
れ
る
我
に
も
当
て
は
ま
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
、「
所
有
さ
れ

る
こ
と
（G

ehabtw
erden

）」 

の
活
動
的
側
面
と
し
て
の
所
有
（H

aben

）

の
構
造
も
変
革
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
愛
さ
れ
る
汝
は
、
愛
す
る
我
に
よ
っ
て

も
た
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
愛
す
る
我
を
「
も
と
う
」
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
愛
す
る
我
が
献
身
す
る
そ
の
汝
は
、
そ
の
か
ぎ
り

で
全
く
新
し
い
存
在
を
約
束
す
る
。《
そ
れ
ゆ
え
》
愛
す
る
我
は
、
自
分
の
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愛
か
ら
全
く
何
も
期
待
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
愛
そ
れ
自
体
が
新
し
き
存

在
を
約
束
す
る
。
そ
れ
は
我
を
汝
の
ゆ
え
に
汝
と
関
連
づ
け
、
ま
た
汝
を
我

の
ゆ
え
に
我
と
関
連
づ
け
る
、つ
ま
り
受
容
す
る
。
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

神
に
向
け
ら
れ
た
呼
び
か
け
は
、
す
べ
て
の
現
実
的
愛
の
関
係
に
も
完
全
に

当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
「
も
し
も
あ
な
た
だ
け
を
も
っ
て
い
る
（haben

）

と
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
天
に
も
地
に
も
何
も
問
い
か
け
な
い
」　
（ 

詩

七
三
・
二
五
。﹇
こ
の
箇
所
の
訳
は
、
ユ
ン
ゲ
ル
の
引
用
し
た
聖
書
に
基
づ
い

て
い
る
﹈）。
天
と
地 

│ 

そ
れ
は
、
愛
さ
れ
る
汝
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
あ

ま
り
に
わ
ず
か
で
、
本
当
に
小
さ
過
ぎ
る
。
た
し
か
に
、
愛
さ
れ
る
汝
は
、

愛
す
る
我
に
と
っ
て
自
分
の
現
存
在
以
上
の
も
の
で
あ
る
。そ
し
て
ま
さ
に
、

我
に
と
っ
て
愛
さ
れ
る
汝
は
自
分
の
現
存
在
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
我
は
自

分
自
身
に
と
っ
て
全
く
何
も
の
で
も
あ
ろ
う
と
し
な
い
と
い
う
仕
方
で
、
愛

さ
れ
る
汝
は
我
に
と
っ
て
全
く
新
し
き
存
在
の
源
泉
と
な
る
。
そ
の
結
果
、

愛
し
、
そ
し
て
再
び
愛
さ
れ
る
我
は
、

│ 

必
要
な
変
更
を
加
え

て  

│ 「
わ
た
し
の
肉
も
わ
た
し
の
心
も
朽
ち
る
で
あ
ろ
う
が
、
神
は
と

こ
し
え
に
わ
た
し
の
心
の
岩
、
わ
た
し
に
与
え
ら
れ
た
分
」（ 

詩

七
三
・
二
六
）
と
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
愛
す
る
献
身
の
出
来
事
の
中
で
、
自
分
自
身
に
新
た
に
近
づ

く
《
た
め
に
》
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
己
疎
隔
（Selbstentfernung

）
が
起
こ

る 

│ 

も
ち
ろ
ん
こ
の
接
近
の
中
で
、
今
や
愛
さ
れ
る
汝
は
、
わ
た
し
が

自
分
自
身
に
近
い
よ
り
も
、
も
っ
と
わ
た
し
に
近
）
17
（い
。「
た
め
に
」 

│ 

こ

れ
は 

《
目
的
と
し
て
（ut finale

）》 

の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
は
い
な
い
。
求

め
ら
れ
て
い
る
の
は
た
し
か
に
自
分
の
存
在
で
は
な
く
、
愛
さ
れ
る
汝
、
し

か
も
そ
れ
自
身
の
ゆ
え
に
愛
さ
れ
る
汝
で
あ
る
。「
そ
れ
自
身
の
た
め
に
愛

さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
愛
さ
れ
て
い
な
い
」（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）。
し
か

し
愛
さ
れ
る
汝
は
、わ
た
し
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、わ
た
し
に
わ
た
し
を
《
与

え
る
》。
そ
の
結
果
、
わ
た
し
（ich

）
も
わ
た
し
を 

│ 

も
ち
ろ
ん
全
く

新
し
い
仕
方
で 

│ 

再
び
も
つ
よ
う
に
な
る
。

　

愛
さ
れ
る
汝
に
よ
っ
て
も
た
れ
る
我
（Ich

）
と
し
て
、
わ
た
し
（ich

）

は
ま
ず
わ
た
し
自
身
を
《
も
つ
》
わ
け
で
な
く
、
た
し
か
に
も
は
や
全
く
そ

う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
わ
た
し
は
わ
た
し
を
失
い
、
犠
牲
に
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
愛
さ
れ
る
汝
は
、
愛
す
る
我
に
、
献
身
の
出
来
事
の
中
で
起
こ
る
こ

の
自
己
喪
失
に
《
先
ん
ず
る
》
新
た
な
存
在
を
与
え
る 

│ 

た
だ
し
、
こ

の
こ
と
は
何
ら
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
《
目
的
と
し
て
（ut 

finale

）》と
い
う
こ
と
は
、全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
も
し
も
そ
も
そ
も《ut

》

が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
こ
に
当
て
は
ま
る
の
は
、「
輝
か
し
い
《
結
果
と
し

て
（ut consecut

）
18
（

ivum

）》」
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
純
然
た
る
連
続

性
は
、「
順
々
に
」（consecutio tem

porum

）　

が
認
め
る
よ
り
も
早
く
、

か
つ
迅
速
で
あ
る
。
そ
れ
は
、い
わ
ば
先
行
す
る
帰
結
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

愛
の
出
来
事
に
お
け
る
自
己
喪
失
が
、
愛
す
る
我
が
献
身
の
行
為
の
中
で
愛

さ
れ
る
汝
か
ら
受
け
取
る
新
し
き
存
在
に
よ
っ
て
、
最
初
か
ら
追
い
越
さ
れ

て
い
る
。
献
身
す
る
我
と
、
わ
た
し
自
身
に
新
た
に
わ
た
し
を
与
え
る
汝
の
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間
の
、
こ
の
先
行
す
る
存
在
の
交
換
（Seinsw

echsel

）
の
中
に
、
ま
さ
に

引
き
起
こ
す
こ
と
の
で
き
な
い
愛
の
《
真
の
喜
び
》
の
本
質
が
あ
る
。

　

も
し
も
自
己
献
身
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
自
己
喪
失
を
、
愛
に
起
因

す
る
新
し
き
存
在
の
先
行
す
る
性
格
の
ゆ
え
に
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
真
の
愛
の
深
い
真
剣
さ
も
、
否
定
さ
れ
る
だ
け

で
、
そ
れ
が
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
愛
の
絶

望
は
す
べ
て
、
間
接
的
に
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
成
功
す

る
愛
に
お
い
て
、
愛
す
る
者
た
ち
（L

iebende

﹇
恋
人
た
ち
﹈）
が
ど
れ
ほ

ど
深
刻
な
形
で
無
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
を
間
接
的
に
示
し
て
い

る 

│ 

成
功
す
る
愛
は
失
敗
す
る
愛
よ
り
も
は
る
か
に
真
剣
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
、
愛
の
絶
望
は
間
接
的
指
摘
と
し
て
の
み
問
題
に
な
る
。
彼
ら
が
愛

す
る
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
ら
が
同
時
に
愛
さ
れ
る

者
た
ち
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
つ
ど
汝
か
ら
自
分
を
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
、
彼
ら
は
《
無
か
ら
実
存
す
る
》
人
間
と
さ
れ
る
。
愛
す
る

我
は
、
た
し
か
に
愛
さ
れ
る
汝
な
し
に
も
あ
り
《
う
る
》。
し
か
し
愛
さ
れ

る
汝
の
、
愛
す
る
我 

に
ふ
り
か
か
る
愛
を
通
し
て
初
め
て
、
献
身
の
「
自

分
自
身
の
た
め
に
は
何
も
な
い
存
在
」（das N

ichts
-für

-sich
-selbst

-

Sein

）
が
次
の
よ
う
な
意
味
で
現
実
と
な
る
。
つ
ま
り
そ
の
際
、
愛
す
る
我

に
、
こ
の
我
自
身
か
ら
く
る
の
で
は
な
い
現
存
在
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
意

味
で
。
そ
の
か
ぎ
り
で
愛
は
新
し
く
す
る
、
あ
る
い
は 

│ 

比
喩
的
に
全

く
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に 

│ 

再
び
若
さ
を
与
え
る
。
す
な
わ

ち
、
愛
す
る
者
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
、
あ
る
い
は
自
分
か
ら
作
り
出
し
た

も
の
、
あ
る
い
は
自
分
か
ら
作
る
も
の
に
基
づ
い
て
《
存
在
す
る
》
の
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
愛
す
る
者
は
他
の
だ
れ
か
か
ら
自
分
を
受
け
取
る

こ
と
に
よ
り
、
愛
す
る
者
で
《
あ
る
》。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
彼
は
ま
さ
に
彼

に
《
与
え
ら
れ
た
》
現
存
在
の
力
に
よ
っ
て
の
み
《
存
在
す
る
》
の
で
あ
り
、

こ
れ
な
し
に
は
彼
は
何
も
の
で
も
な
い
。
愛
し
、
そ
し
て
再
び
愛
さ
れ
る
我

は
、
今
や
全
体
的
に
、
愛
さ
れ
る
汝
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
、
し
か
し
そ
の
か

ぎ
り
に
お
い
て
、
我
自
身
の
非
存
在
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
汝

な
し
に
、
わ
た
し
は
何
も
の
で
も
な
）
19
（い

。

　

し
た
が
っ
て
愛
の
こ
の
《
積
極
的
な
面
》（
わ
た
し
は
、た
だ
汝
か
ら
の
み
、

今
あ
る
わ
た
し
で
あ
る
）
は
、
死
へ
の
あ
の
独
特
な
接
近 

│ 

こ
れ
は
、

事
実
、
文
芸
作
品
に
お
い
て
も
決
し
て
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た 

│ 

が
愛
に

与
え
る
も
の
で
あ
る
。
愛
は
、
新
し
き
存
在
を
授
け
る
と
き
、
死
の
次
元
を

含
ん
で
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
れ
を
冷
静
に
捉
え
、
こ
う
表
現
し

た
。
つ
ま
り
愛
は
わ
れ
わ
れ
を
新
た
に
し
、そ
し
て
若
く
す
る
こ
と
に
よ
り
、

わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
死
さ
え
引
き
起
こ
す
。「
愛
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に

あ
る
種
の
死
を
作
り
出
）
20
（す

」。「
な
ぜ
な
ら
愛
が
目
覚
め
る
と
こ
ろ
で
、
我
つ

ま
り
邪
悪
な
専
制
君
主
は
死
ぬ
か
ら
で
あ
）
21
（る

」。

　

愛
の
こ
の
死
の
次
元
は
愛
の
選
び
の
性
格
の
う
ち
に
す
で
に
暗
示
さ
れ
て

い
る
。
選
ぶ
こ
と
は
た
し
か
に
ま
ず
《
区
別
す
る
こ
と
》
を
意
味
す
る
。
す

な
わ
ち
そ
れ
は
こ
の
人
（Person

）
で
あ
っ
て
、決
し
て
他
の
人
で
は
な
い
。
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し
か
し
比
較
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
愛
さ
れ
る
人
（G

eli-

ebte
）
が
見
い
だ
さ
れ
る
以
前
に
は
、
た
し
か
に
愛
の
眼
差
し
は
存
在
し
な

い
。
そ
の
眼
差
し
は
愛
さ
れ
る
人
を
見
て
、
初
め
て
燃
え
あ
が
る
。
ひ
と
り

の
本
当
に
愛
さ
れ
る
人
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
眼
差
し
は
愛
の

眼
差
し
と
な
る
。「
愛
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、眼
差
し
あ
り
！
」愛
さ
れ
る
汝
は
、

お
の
ず
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
諸
々
の
比
較
に
基
づ
い
て
、
国
中
の

他
の
す
べ
て
の
娘
た
ち
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
汝
は
、
選
択

す
る
我
に
と
っ
て
他
の
多
く
の
人
び
と
の
中
か
ら
際
立
っ
て
く
る
の
で
あ

り
、
愛
の
眼
差
し
で
見
る
と
き
、
今
や
他
の
す
べ
て
の
人
び
と
は
何
も
の
で

も
な
く
な
る
ほ
ど
に
、
こ
の
選
択
す
る
我
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
ら
れ
、
高
く

上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
選
び
に
基
づ
く
こ
の
区
別
は
、
選
ば
れ
る
汝
に
と
っ

て
も
ひ
と
つ
の
高
揚
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
選
ば
れ
た
存
在
の
仮
説
的
否
定
が

も
は
や
以
前
の
状
態
へ
の
単
純
な
《
逆
戻
り
》、
つ
ま
り
多
く
の
選
ば
れ
な

か
っ
た
者
た
ち
へ
の
単
純
な
《
逆
戻
り
》
で
は
な
く
、
む
し
ろ
《
排
斥
》、

つ
ま
り
《
死
の
地
平
へ
の
省
察
》
と
な
る
よ
う
な
高
揚
で
あ
る
。
あ
る
一
定

の
意
味
に
お
い
て
、
愛
す
る
者
た
ち
と
他
の
多
く
の
選
ば
れ
な
か
っ
た
者
た

ち
と
の
関
係
に
す
で
に
妥
当
し
て
い
る
こ
と
が
、
愛
す
る
者
た
ち
相
互
の
関

係
に
、
ま
す
ま
す
、
そ
し
て
も
っ
と
は
る
か
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
妥
当
す
る
。

彼
ら
の
う
ち
の
一
方
が
、
不
本
意
な
が
ら
あ
の
多
数
の
人
び
と
の
中
に
戻
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、「
天
国
の
明
る
い
光
は
、
暗
い
身
の
毛
の

よ
だ
つ
夜
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
」。

　

し
か
し
な
が
ら
愛
の
選
び
の
性
格
は
、
う
ま
く
い
っ
て
い
る
愛
の
出
来
事

の
中
に
死
が
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
の
か
を
、
否
定
的
に
示
唆
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
う
ま
く
い
っ
て
い
る
愛
の
出
来
事
は
、
た
し
か
に
相

互
的
な
選
び
を
越
え
て
行
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
独
自
の
現
象
と
し
て

評
価
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、二
人
の
人
間
が
互
い
を
選
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
互
い
へ
と
向
か
い
、
そ
の
つ
ど
自
分
自
身
か
ら
離
れ
て
行
く
。
彼
ら

は
そ
の
つ
ど
他
方
に
献
身
し
、
自
分
自
身
を
忘
れ
る
。
我
は
自
分
自
身
か
ら

解
放
さ
れ
、
無
私
の
我
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
無
私
性
（Selbst

-losigkeit

）

の
中
で
、
愛
す
る
者
た
ち
は
彼
ら
の
自
己
（Selbst

）
を
新
た
に
受
け
取
る
、

し
か
も
そ
の
つ
ど
他
方
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
人
か
ら
の
み
受
け
取
る
。
彼
ら

が
他
方
か
ら
自
分
を
受
け
取
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
今
や
彼
ら
は
た
し
か
に

自
分
自
身
《
に
》
新
た
な
仕
方
で
関
わ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
彼
ら
の
現
存

在
を
も
は
や
決
し
て
自
分
自
身
《
か
ら
》
引
き
出
し
は
し
な
い
。
し
た
が
っ

て
他
者
か
ら
の
現
存
在
は
、《
自
分
の
非
存
在
の
可
能
性
》
を
背
負
っ
た
実

存
で
あ
る
。
こ
う
し
て
た
し
か
に
彼
ら
の
相
互
接
近
に
、
初
め
て
比
類
な
き

存
在
論
的
飛
躍
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
中
で
そ
の
つ
ど
わ
た
し

が
わ
た
し
自
身
に
最
も
近
か
っ
た
《
古
き
》
近
さ
を
質
的
に
凌
駕
し
、
し
た

が
っ
て
そ
れ
を
不
可
能
に
す
る
飛
躍
で
あ
る
。
今
や
愛
さ
れ
る
汝
は
、
そ
の

つ
ど
わ
た
し
が
わ
た
し
自
身
に
近
く
あ
り
え
た
よ
り
も
、
も
っ
と
わ
た
し
に

近
く
、
全
く
新
た
な
仕
方
で
わ
た
し
に
わ
た
し
を
も
た
ら
す
。
そ
の
結
果
、

わ
た
し
は
、
一
番
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
新
た
に
わ
た
し
自
身
の
と
こ
ろ
に
や
っ
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て
く
る
、
よ
り
正
確
に
言
う
と
、
わ
た
し
自
身
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
。
自
分

自
身
か
ら
の
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
疎
隔
を
含
む
愛
の
比
類
な
き
飛
躍
は
、
正

当
に
も
常
に
合
一
（Vereinigung

:
unio

あ
る
い
はunitio

）
と
呼
ば
れ
る

近
さ
の
出
来
事
へ
と
行
き
着
く
。
愛
さ
れ
る
汝
が
、
わ
た
し
が
そ
も
そ
も
わ

た
し
自
身
に
近
く
あ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
り
も
、
も
っ
と
わ
た
し
自
身
に
近

づ
き
、
そ
し
て
わ
た
し
に
全
く
新
た
に
わ
た
し
を
も
た
ら
す
か
ぎ
り
に
お
い

て 

│ 

ま
さ
に
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み  

│ 

、
わ
た
し
は
新
た
な

仕
方
で
わ
た
し
自
身
と
合
一
さ
れ
る
。
汝
と
我
の
合
一
は
、
我
と
我
自
身
と

の
、
新
た
な
、
そ
し
て
最
高
に
差
異
化
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
内
側
か
ら
《
開

か
れ
た
》
統
一
性
（E

inheit

）
へ
と
至
る
。

　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、我
と
汝
の
合
一
は
、同
時
に
、愛
す
る
我
の
ラ
デ
ィ

カ
ル
に
理
解
さ
れ
た
無
私
性
か
ら
生
ず
る
新
た
な
自
己
関
係
（Selbstver-

hältnis

）
の
基
礎
を
な
し
て
い
る 

﹇
構
成
し
て
い
る
﹈。
そ
し
て
、
な
お
ま

す
ま
す
大
き
く
な
る
自
己
関
係
性
（Selbstbezogenheit
）
の
た
だ
中
で
ま

す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
の
出
来
事
と
し
て
始
ま
っ
た
愛
は
、
今
や
、
ま

す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
か
ら
出
て
く
る
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
大
き
く
な

る
無
私
性
の
中
に
留
ま
り
続
け
る
新
た
な
自
己
関
係
性
の
出
来
事
と
し
て
完

成
さ
れ
る
。
我
と
汝
の
凌
駕
し
が
た
い
近
さ
の
出
来
事
と
し
て
、
愛
の
合
一

化
は
そ
の
つ
ど
新
し
き
我
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
愛
の
強
さ
の
本
質
は

合
一
（unitio

）
に
あ
る
。
そ
れ
は
死
の
よ
う
に
強
い
（
雅
歌
八
・
六
）。
な

ぜ
な
ら
、
愛
さ
れ
る
汝
が
、

│ 

自
ら
何
も
す
る
こ
と
な
く
！

│ 

愛
す

る
我
に
現
存
在
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
愛
は
、
死
を
、
克
服
さ
れ
た
も
の
と

し
て
自
ら
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

四
　

し
か
し
な
が
ら
同
じ
理
由
か
ら
、
愛
の
強
さ
は
ま
た
愛
の
出
来
事
に
制
約

さ
れ
）
22
（る

。
も
し
も
愛
が
生
じ
な
く
な
れ
ば
、そ
れ
は
存
在
し
な
く
な
る
。「
一

致
（unitas

）
は
合
一
（unione

）
に
ま
さ
る
」
と
い
う
形
而
上
学
的
根
本

命
題
は
、
こ
こ
で
は
全
く
間
違
い
に
な
る
。
ま
さ
に
愛
に
は
、
い
か
な
る
静

止
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
愛
さ
れ
る
汝
の
も
と
に
あ
る
存
在
は
、
常
に

「
伴
わ
れ
る
存
在
」（M

it
-genom

m
en

-W
erden

）
で
あ
る
。
そ
し
て
《
相

互
性
》（relative ad invicem

）
が
生
じ
る
と
き
、愛
の
出
来
事
は
常
に
《
共

同
の
道
》
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
愛
の
途
上
に
あ
る
と
き
、そ
の
愛
は
強
い
。

し
か
し
こ
の
道
に
交
差
す
る
の
は
、
愛
す
る
者
た
ち
を
、
愛
で
は
な
い
も
の

と
対
決
さ
せ
る
他
の
道
で
あ
る
。
愛
は
こ
の
対
決
を
恐
れ
な
い
。
愛
は
、
そ

の
新
し
き
存
在
の
う
ち
に
い
る
愛
す
る
者
た
ち
を
こ
の
世
か
ら
連
れ
出
す
の

で
は
な
く
、
全
く
反
対
に
ま
す
ま
す
深
く
そ
の
中
へ
と
連
れ
て
行
く
。
し
か

し
そ
の
さ
い
愛
は
、
そ
れ
に
特
有
の
弱
さ
と
無
力
さ
も
経
験
す
る
。
愛
の
強

さ
に
対
す
る
洞
察
は
同
時
に
、
愛
で
は
な
い
す
べ
て
の
も
の
に
対
向
す
る
愛

に
特
有
の
弱
さ
に
対
す
る
洞
察
を
含
ん
で
い
る
。
愛
の
無
力
さ
の
こ
の
認

識 
│ 
我-

汝
の
関
係
と
し
て
の
愛
の
強
さ
に
対
す
る
洞
察
か
ら
生
ず
る
こ

の
認
識 
│ 
に
よ
っ
て
、愛
の
現
象
の
理
解
は
我-

汝
関
係
を
越
え
て
行
く
。
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た
だ
し
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
関
係
が
、
今
や
そ
れ
に
よ
っ
て
十
分
に
検
討
さ
れ

た
も
の
と
し
て
置
き
去
り
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
ま
さ
に
愛
の
我-

汝-

関
係
は
そ
れ
自
身
を
越
え
て
行
く
。
愛
は
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
。
そ

れ
は
愛
と
し
て
、
い
つ
も
、
そ
の
つ
ど
の
愛
す
る
者
た
ち
を
越
え
て
行
こ
う

と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
愛
は
、
牧
歌
的
な
傍
観
に
ひ
た
っ
た
り
、
無
慈
悲
、
憎

し
み
、
単
な
る
不
注
意
、
あ
る
い
は
退
屈
に
対
抗
し
て
彼
岸
へ
向
か
っ
た
り

し
な
い
。
愛
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
の
中
で
、
そ
れ
ら
と
対
決

し
つ
つ
、
ま
す
ま
す
深
く
そ
の
中
に
入
っ
て
行
く
。
真
の
愛
は
、
い
わ
ば
自

分
自
身
を
浪
費
す
る
。
愛
は
光
を
発
し
、
愛
な
き
状
態
（L

ieblosigkeit ﹇
無

慈
悲
﹈）
へ
入
ろ
う
と
す
る
。
愛
は
、
人
格
的
関
係
と
し
て
こ
の
世
的
次
元

を
も
っ
て
い
る
。
愛
は
「
心
の
問
題
」
と
し
て
同
時
に
全
く
外
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。し
た
が
っ
て
愛
は
愛
な
き
状
態
を
恐
れ
ず
、恐
れ
を
追
い
払
う（「
ヨ

ハ
ネ
の
手
紙　

一
」
四
・
一
八
）。

　

愛
は
、
愛
で
は
な
い
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
無
力
を
覚
え
つ
つ
、
こ
の
こ

と
を
行
う
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
愛
は
、
そ
の
自
ら
の
無
力
を
恐
れ
な
い
と
言

う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
愛
の
無
力
を
分
か
ち
合
お
う
と
《
し
な
い
》

人
は
、
結
局
、
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
愛
の
強
さ
の
本
質
は

ま
さ
に
、
愛
は
愛
を
通
し
て
の
み
勝
利
に
導
か
れ
う
る
と
の
確
信
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
愛
は
、
愛
で
は
な
い
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
全
く
無

防
備
で
、
傷
つ
き
や
す
い
。
た
し
か
に
ま
さ
に
こ
の
ゆ
え
に
、
愛
か
ら
喜
び

だ
け
で
な
く
、「
悲
し
み
と
心
痛
」「
悲
哀
」
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
愛

か
ら
喜
び
と
悲
し
み
が
出
て
く
）
23
（る
」。
し
か
し
愛
で
は
な
い
す
べ
て
の
も
の

に
対
す
る
そ
の
無
力
を
含
む
の
は
、
ま
さ
に
愛
の
《
力
》
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
愛
は
、
愛
に
よ
る
以
外
に
、
貫
徹
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
愛
の

強
さ
で
あ
る
と
同
時
に
愛
の
弱
さ
で
も
あ
る
。
愛
は
、
た
だ
愛
に
満
ち
た
仕

方
で
貫
徹
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
た
し
か
に
外
側
か
ら
最
も
傷
つ
け
ら
れ
や
す

い
が
、
内
側
か
ら
は
な
は
だ
し
く
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
愛
は
そ
の
要

素
の
う
ち
に
留
ま
り
、自
ら
の
う
ち
に
取
り
込
む
た
め
に
光
を
放
つ
。
愛
は
、

自
ら
に
対
抗
す
る
も
の
を
破
壊
せ
ず
、《
変
革
し
》
う
る
だ
け
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
起
こ
る
と
こ
ろ
で
は
、
お
の
ず
か
ら
、
自
分
自
身
の
我
か
ら

の 

│ 

徹
底
性
に
基
づ
く
破
壊
を
乗
り
越
え
た 

│ 

あ
の
転
向
が
実
行
さ

れ
、
こ
の
愛
の
本
質
に
属
す
る
、
存
在
と
非
存
在
の
弁
証
法
が
遂
行
さ
れ
る

　

こ
う
し
て
、
愛
が
自
ら
の
う
ち
に
ど
れ
ほ
ど
死
を
含
ん
で
い
る
の
か
が
確

認
さ
れ
る
。
愛
で
な
い
す
べ
て
も
の
に
対
し
愛
は
全
く
無
力
で
あ
り
、
論
拠

と
し
て
自
分
自
身
を
も
ち
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ひ

と
は
、
こ
の
愛
の
無
力
に
参
与
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
、
愛
を
《
分
か
ち

あ
う
》
こ
と
が
で
き
る
。
愛
す
る
我
は
ど
れ
ほ
ど
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
か
！

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
本
当
に
強
い
。
愛
と
非
愛
（N

ichtliebe

）
の
間
に

は
深
淵
が
口
を
開
け
、
こ
れ
と
比
べ
る
と
、
天
と
地
の
対
立
は
今
に
も
そ
の

意
味
を
失
い
そ
う
で
あ
る
。「
愛
の
中
に
」
い
な
い
者
は
、「
他
の
種
類
へ
の

変
化
（
メ
タ
バ
シ
ス
・
エ
イ
ス
・
ア
ロ
・
ゲ
ノ
ス
）」
を
通
し
て
の
み
そ
れ

を
分
か
ち
あ
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
愛
す
る
者
は
、
非
愛
と
「
愛
の
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中
に
い
る
存
在
」
の
《
間
で
》
ほ
か
な
ら
ぬ
死
を
感
ず
る
。
そ
れ
ゆ
え
ひ
と

は
、
愛
す
る
と
き
、
自
分
の
背
後
に
死
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
こ
の
意
味

で
、
事
実
、
次
の
こ
と
が
愛
の
出
来
事
に
妥
当
す
る
。
つ
ま
り
「
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
一
種
の
死
を
作
り
出
す
」。
そ
れ
は
、
生
の
た
め
に
生

と
死
を
合
一
す
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
愛
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
き
た
、

生
た
め
の
生
と
死
の
統
一
性
は
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
言
葉
で
、
し
か
も
含
蓄

の
あ
る
仕
方
で
、《
愛
の
炎
》
に
つ
い
て
語
る
古
い
隠
喩
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
。
H
・
シ
ョ
ル
）
24
（ツ

は
「
エ
ロ
ー
ス
と
カ
リ
タ
ス
」
に
関
す
る
彼
の
厳
密

な
研
究
の
頂
点
で
、
ま
た
J
・
ピ
ー
パ
）
25
（ー

は
『
愛
に
つ
い
て
』
と
い
う
彼
の

印
象
的
な
書
物
の
最
後
に
、
こ
の
隠
喩
を
わ
ざ
わ
ざ
用
い
て
い
る
。
両
者
と

も
、
聖
霊
の
到
来
を
求
め
る
古
い
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
祈
り
を
思
い
起
こ
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、「
敬
虔
な
当
た
り
障
り
の
な
い
こ
と
と
異
な
り
、
そ
れ
以

上
の
も
の
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、「
来
た
り
ま
せ
、
聖
霊
よ
／
汝

を
信
ず
る
者
た
ち
の
心
を
充
た
し
た
ま
え
／
彼
ら
の
う
ち
に
汝
の
愛
の
火
を

灯
し
た
ま
え
！
」
と
い
う
祈
り
で
あ
る
。

五
　

以
上
、愛
の
本
質
に
つ
い
て
熟
考
し
て
き
た
が
、わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
「
神

は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
戻
っ
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
熟
考
に
基
づ
き
、
神
と
愛
の
同
一
化
の
前
理
解
を
手
に

入
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
思
考
可
能
性
（D

enkbarkeit

）
と
神
の
語

り
う
る
可
能
性
（Sagbarkeit

）
に
つ
い
て
よ
く
考
え
た
際
に
も
、
内
容

（Sache

）
そ
れ
自
体
か
ら
そ
の
つ
ど
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
の
先
取

り
を
強
い
ら
れ
た
。
今
や
、「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
に
お
い
て
主
語

と
述
語
が
相
互
に
解
釈
し
合
う
よ
う
な
具
合
に
、
神
と
愛
の
同
一
化
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
、「
神

は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
を
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
人
間
イ
エ
ス
と
の
神

の
自
己
同
一
化
の
解
釈
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
句
が
具
体

的
に
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
新
約
聖
書
の
文
脈
は
、
わ
れ
わ
れ
に
ま
ぎ
れ
も

な
く
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
を
促
す
。
そ
れ
ゆ
え
今
や
わ
れ
わ
れ
は
神
と
イ

エ
ス
の
統
一
性
の
、
な
お
特
別
に
記
述
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
、
次
の
よ
う
に

先
取
り
し
て
お
く
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
神
が
ど
の
よ
う
な
点
で
愛

で
あ
る
の
か
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
、
イ
エ
ス
と
神
の
同
一
化
を

神
の
行
為
と
し
て
問
題
に
す
る
。
ま
た
二
つ
後
の
段
落
で
は
、
十
字
架
に
つ

け
ら
れ
た
イ
エ
ス
と
神
の
同
一
化
と
い
う
こ
の
出
来
事
が
、
こ
の
人
間
の
存

在
か
ら
考
察
さ
れ
解
釈
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

一 

」（ 

四
章
）
は
、
神
と
愛
の
同
一
性
を
論
争
の
文

脈
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
信
仰
者
の
《
神
か
ら
の
》
存
在
が
争
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
際
、
信
仰
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
人
間
は
、
明
確
に
「
愛
す
る
者

た
ち
（G

eliebte 

﹇
愛
さ
れ
る
者
た
ち
﹈）」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
（
一
、

七
、一
一
）。
こ
の
呼
び
か
け
は
そ
の
論
争
全
体
を
含
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
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愛
さ
れ
る
者
は
す
で
に
、
彼
が
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仕
方
で
愛
に

参
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
愛
す
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ

る
。
彼
は
そ
れ
を
為
す
こ
と
に
よ
り
、《
神
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
》
こ
と
に

な
る
。
人
間
に
可
能
な
愛
は
そ
れ
自
体
《
神
か
ら
》（ 

七
）
出
て
い
る
。
そ

の
特
徴
的
な
平
行
箇
所
で
は
、あ
ら
か
じ
め
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
肉
と
な
っ
て
来
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
を
公
に
言

い
表
す
霊
は
、同
じ
く
す
べ
て
神
《
か
ら
》（ 

二
）
出
て
い
る
、と
。
し
た
が
っ

て
敵
対
す
る
論
争
の
相
手
は
、
人
間
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
で
は
な
い
、
ま
た

は
、
天
の
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
世
の
人
間
イ
エ
ス
と
同
一
で
は
な
い
、
と
い
う

見
解
を
主
張
す
る
人
た
ち
で
あ
る
（
二
・
二
二
と
「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

二
」

七
を
参
照
）。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
神
ご
自
身
が
疑
わ
れ
て
し
ま
う
。
な
ぜ

な
ら
「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

一
」
五
・
一
に
よ
る
と
、
イ
エ
ス
は
神
の
子
《
で

あ
る
》
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
す
で
に
一
・
二
以
下
に
指
摘
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
父
と
子
は
統
一
性
に
共
属
し
あ
っ
て
お
り
（zusam

m
engehören 

﹇
共
に
一
つ
の
全
体
を
な
す
﹈）、
…
… 

し
た
が
っ
て
イ
エ
ス
に
つ
い
て
間

違
っ
た
表
象
を
も
つ
者
は
、
神
に
つ
い
て
も
誤
っ
て
考
え
て
し
ま
う
。
…
… 

イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
ま
さ

に
神
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
）
26
（る

」。
そ
れ
ゆ
え
神
と
人
間
イ
エ
ス
と
の
同
一

化
を
拒
否
す
る
者
は
《
神
か
ら
》
出
た
者
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
同
一
化

は
、
こ
の
人
間
が
《
神
の
子
》
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
示
さ

れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
愛
と
し
て
の
神
の
存
在
は
、
こ
の
同
一
化
に
お
い
て

遂
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
同
一
化
に
異

論
を
唱
え
る
者
は
、
愛
さ
な
い
者
と
同
様
に
、
神
か
ら
出
た
者
で
は
あ
り
え

《
な
い
》
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
彼
は
愛
さ
な
い
こ
と
に
よ
り
、

あ
の
キ
リ
ス
ト
論
的
同
一
化
に
異
論
を
唱
え
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
神
と

イ
エ
ス
の
同
一
化
に
異
論
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、
神
か
ら
出
て
い
る
愛
か

ら
自
分
を
締
め
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
さ
い
明
ら
か
に
、
愛
は
、
神
か
ら
出
る
時
に
の
み
愛
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
愛
が
神
か
ら
出
る
と
す
れ
ば
、誰
も
、

あ
ら
か
じ
め
神
に
愛
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
愛
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の

か
ぎ
り
で
、「
愛
す
る
者
た
ち
」
と
い
う 

│ 

著
者
に
よ
っ
て
際
立
つ
仕
方

で
用
い
ら
れ
て
い
る 

│ 

呼
び
か
け
の
正
し
い
理
解
が
問
題
に
な
る
。
な

ぜ
な
ら
ひ
と
は
、
愛
さ
れ
、
そ
し
て
愛
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、

愛
す
る
こ
と
を
学
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
も
し
も
《
す
で
に
》
神
に

よ
っ
て
愛
さ
れ
、
そ
し
て
神
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
な
け

れ
ば
、
ひ
と
は
神
も
他
者
も
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
神
が
ま
ず
わ
た

し
た
ち
を
愛
し
て
く
だ
さ
っ
た
」（ 

一
九
）。
そ
し
て
「
わ
た
し
た
ち
が
神

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

に
愛
が
あ
る
」（ 

一
〇
）。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は《
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
》

互
い
に
愛
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
（
一
一
）。

　

し
た
が
っ
て
愛
は
神
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
明
ら
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か
に
神
の
み
が
、
愛
の
出
来
事
を
引
き
起
こ
し
、
動
か
す
か
ら
で
あ
り
、
神

の
み
が
根
拠
な
く
愛
し
《
始
め
る
》
こ
と
が
で
き
、
た
し
か
に
す
で
に
い
つ

も
愛
し
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
神
が
神
か
ら
来
る
と
き
、
神
は
す
で
に
愛
す

る
方
で
も
あ
る
。
神
は
、
自
か
ら
《
愛
す
る
方
》
で
あ
る
。
神
は
、
愛
す
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、人
間
に
よ
っ
て
ま
ず
《
愛
さ
れ
る
》
必
要
が
な
い
。

神
が
そ
の
よ
う
な
方
で
あ
る
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
「
そ
の
御
子
の
」
派
遣
と

犠
牲
（D

ahingabe
）
の
中
に
啓
示
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
）。
こ
の
派
遣
に
お

い
て
神
は
、
自
由
に
自
ら
愛
す
る
方
と
し
て
ご
自
身
を
啓
示
し
て
い
る
。
ヨ

ハ
ネ
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
神
を
、
自
か
ら
愛
す
る
方
と
し
て
認
識
す

る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
《
父
な
る
神
》
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙 

一
」
は
、
神
が
ま
ず
愛
す
る
方
で
あ

る
こ
と
以
上
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
神
の
《
唯
一
の
》
子
の
こ
の
世
へ
の

派
遣
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
（「
神
は
、
独
り
子
を
世
に
お
遣
わ
し
に
な

り
ま
し
た
」（
九
））、
人
間
イ
エ
ス
と
の
同
一
化
に
お
い
て
証
明
さ
れ
て
い

る
の
は
、
神
が
愛
そ
れ
自
体
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
神
が
愛
す
る
方
で
あ
る
と
同
時
に
、
愛
さ
れ
る
方
で

あ
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、「
独
り
子
」
は
「
同
時
に
、
愛
さ

れ
る
）
27
（方

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
神
は
ご
自
身
を
愛
す
る
方
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
さ
に
こ
の
愛
が
、
あ
る
我
の
自
己
愛
と
し
て
誤
解
さ

れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
神
は
ご

自
身
を
愛
す
る
方
で
あ
る
。
神
は
ご
自
身
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ

ご
自
身
を
《
区
別
》
す
る
。
神
は
、
自
ら
愛
す
る
方
で
あ
る
《
と
共
に
愛
さ

れ
る
方
》
で
あ
り
、
こ
の
区
別
は
止
揚
し
難
い
。
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
を
用
い
る

な
ら
ば
、
神
は
、
父
な
る
神
で
あ
る
《
と
共
に
子
な
る
神
》
で
あ
る
。

　

し
か
し
愛
す
る
父
と
愛
さ
れ
る
子
の
こ
の
対
向
に
お
い
て
も
、
神
は
ま
だ

《
愛
そ
れ
自
体
（die L

iebe selbst

）》
で
は
な
い
。
神
は
愛
で
あ
る
と
い
う

同
一
化
す
る
言
明
（A

ussage

）
が
可
能
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
次
の
よ
う

な
事
実
に
基
づ
く
と
き
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
神
が
、
愛
す
る
方

と
し
て
ま
さ
に
こ
の
彼
の
愛
さ
れ
る
子
を
こ
の
世
に 

│ 

す
な
わ
ち
確
か

な
死
の
中
に 

│ 

遣
わ
す
、
愛
す
る
方
が
、
ご
自
身
を
彼
の
愛
さ
れ
る
子

か
ら
切
り
離
す
、
神
が
、
愛
す
る
方
と
し
て
、
愛
さ
れ
る
方 

│ 

こ
の
愛

さ
れ
る
方
は
、
神
に
と
っ
て
愛
さ
れ
る
方
と
し
て
、
神
が
神
ご
自
身
に
近
い

よ
り
も
た
し
か
に
も
っ
と
近
い
存
在
で
あ
る
！

│ 

の
中
で
ご
自
身
を
愛

な
き
状
態
（L

ieblosigkeit ﹇
冷
酷
さ
﹈）
に
さ
ら
す
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

神
は
、互
い
に
愛
す
る
者
た
ち
が
愛
の
《
う
ち
に
》
い
る
よ
う
に
、愛
の
《
う

ち
に
》
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
神
は
、
愛
す
る
我
と
愛
さ
れ
る
汝
で
あ
る
だ

け
で
は
な
い
。
神
は
む
し
ろ
愛
そ
れ
自
体
の
、光
を
発
す
る
出
来
事
で
あ
る
。

こ
の
関
連
で
最
終
的
に
必
要
不
可
欠
な
厳
密
化
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
ま
と
め

る
と
、
神
は
次
の
よ
う
な
方
で
あ
る 

。
つ
ま
り
、
神
は
、
自
か
ら
愛
す
る

方
と
し
て
愛
さ
れ
る
方
か
ら
ご
自
身
を
切
り
離
し
つ
つ
、
ご
自
身
だ
け
で
な

く
、

│ 
な
お
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
自
己
関
係
性
の
た
だ
中
で
ま
す
ま

す
無
私
と
な
り 

│ 

全
く
の
他
者
を
愛
し
、《
そ
の
よ
う
に
し
て
》
ご
自
身
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で
あ
り
、
ま
た
ご
自
身
で
あ
り
続
け
る
。
神
は
そ
の
よ
う
に
し
て
ご
自
身
を

も
ち
、
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
神
は
ご
自
身
を
贈
り
も
の
と
し
て
与
え
る

（verschenken
）。
そ
の
よ
う
に
神
は
、
ご
自
身
を
贈
り
も
の
と
し
て
与
え

つ
つ
、
ご
自
身
を
も
つ
。
神
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
神
で
《
あ
る
》。
神
の

自
己
所
有
（Selbsthabe
）
は
出
来
事
で
あ
り
、
自
己-

贈
与
（Sich

-Ver-

schenken

）
の
歴
史
（G

eschichte

）
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
、

ま
さ
に
す
べ
て
の
単
な
る
自
己
所
有
の
終
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
《
歴
史
》
と

し
て
、神
は
神
で
あ
り
、た
し
か
に
こ
の
《
愛
の
歴
史
》
は
「
神
ご
自
身
（G

ott 

s

）
28
（

elbst

）」
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、《
霊

な
る
神
（G

ott als G
eist

）》
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ

れ
が
愛
す
る
方
と
愛
さ
れ
る
方
の
、
死
を
自
分
に
引
き
受
け
る
分
離
を
、
愛

す
る
方
と
愛
さ
れ
る
方
が
、
他
方
を
彼
ら
の
相
互
愛
に
《
参
与
さ
せ
る
》
と

い
う
具
合
に
、
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
《
霊
な
る

神
》
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
愛
す
る
方
と
愛
さ
れ
る
方
の
、
死

を
自
分
に
引
き
受
け
る
分
離
を
、
神
は
こ
の
最
も
痛
み
の
あ
る
分
離
の
た
だ

中
で
、《
ひ
と
り
の
、
生
け
る
神
》
で
あ
る
こ
と
を
止
め
ず
に
、
む
し
ろ
ま

さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
、
最
高
に
神
で
あ
る
と
い
う
具
合
に
、
解
釈
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
同
様
に
《
霊
な
る
神
》
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。
神
は
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
ひ
と
り
の
生
け
る
神
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
神
が
愛
す
る
父
と
し
て
愛
さ
れ
る
子
を
《
犠
牲
に
し
》、
そ
し
て
そ

の
よ
う
に
し
て
他
者
に
、つ
ま
り
死
の
印
を
帯
び
た
人
間
に
《
向
か
う
》《
こ

と
に
よ
り
》、
こ
の
人
間
の
死
を
彼
の
永
遠
の
生
命
に
《
取
り
込
）
29
（む
》。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
愛
す
る
父
は
、
愛
さ
れ
る
子
か
ら
の
分
離
の
た
だ
中
で
そ
の

子
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ
ス
ト
は
、
ま
さ
に
要

点
（cardo rerum

）
を
鋭
く
つ
き
つ
め
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
は

命
を
、
再
び
受
け
る
た
め
に
、
捨
て
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
父
は
わ
た
し
を
愛
し

て
く
だ
さ
る
」（ 

ヨ
ハ
ネ
一
〇
・
一
七
）。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
父
か
ら
の
分

離
の
た
だ
中
で
ご
自
身
を
父
に
関
係
づ
け
る
愛
さ
れ
た
子
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
神
は
霊
で
あ
り
、
父
と
子
の
間
の
愛
の
絆
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が

こ
の
愛
の
関
係
の
中
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
仕
方
で
、
父
と
子
を
結
び

つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
神
の
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ

た
人
間
イ
エ
ス
と
の
完
成
さ
れ
た
同
一
化
は
、
父
と
子
と
聖
霊
の
共
同
の
業

で
あ
る
。
あ
る
い
は
知
の
理
性
（ratio cognoscendi

）
に
従
っ
て
定
式
化

す
る
と
、
こ
う
な
る
。
つ
ま
り
神
の
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
と
の

同
一
化
は
、
父
な
る
神
、
子
な
る
神
、
そ
し
て
聖
霊
な
る
神
の
区
別
を
必
要

と
す
）
30
（る

！　

神
の
存
在
の
こ
の
三
重
の
区
別
の
中
で
初
め
て
、
神
は
愛
で
あ

る
と
い
う
句
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
愛
の
先
行
す
る
分
析
に
た
し
か
に
特
定

の
方
向
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
た
し
か
に
愛
を
、
ひ
と
り
の
愛

す
る
我
と
ひ
と
り
の
愛
さ
れ
る
汝
の
関
係
か
ら
理
解
し
た
。
そ
の
さ
い
暗
黙

の
う
ち
に
、
我
と
汝
は
、
互
い
に
《
愛
す
る
価
値
が
あ
る
》
と
仮
定
さ
れ
て

い
た
。「
愛
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
眼
差
し
あ
り
」 

│ 

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
、
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ひ
と
り
の
我
が
、
他
の
多
く
の
人
び
と
の
間
で
、
あ
る
特
定
の
我
に
と
っ
て

愛
さ
れ
る
汝
と
し
て
際
立
っ
て
く
る
と
い
う
現
象
的
事
実
に
も
と
づ
い
て
解

釈
し
た
。
そ
れ
は
魅
惑
的
に
働
き
か
け
る
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
愛
の
本

質
は
、
魅
惑
的
に
思
わ
れ
る
形
態
に
よ
っ
て
完
全
に
「
魅
き
つ
け
ら
れ
る
こ

と
（A

ngezogenw
erden

）」
に
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
流
に
表
現
す
る
と
、「
美

の
《
エ
イ
ド
ス 
﹇
見
え
る
も
の
、
形 

、
形
相
﹈》
に
よ
っ
）
31
（て

」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
愛
す
る
者
が
、《
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
味
で
変
革
さ
れ
る
》
と
い
う

具
合
に
、
愛
す
る
我
は
、
愛
す
る
価
値
の
あ
る
汝
に
よ
っ
て
魅
き
つ
け
ら
れ

る
。「
彼
は
全
く
別
人
に
な
）
32
（る

」。
わ
れ
わ
れ
は
た
し
か
に
ま
た
こ
の
愛
に
つ

い
て
、
彼
ら
は
《
光
を
放
ち
》、
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
我
│
汝
│
関
係
を

越
え
て
行
く
と
語
っ
た
。
し
か
し
神
が
、
愛
す
る
方
と
愛
さ
れ
る
方
と
し
て

の
み
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
な
く
、
聖
霊
と
し
て
自
分
を
越
え
て
行
き
、
そ
の

よ
う
に
し
て
愛
す
る
我
と
愛
さ
れ
る
汝
の
関
係
も
規
定
す
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
こ
の
洞
察
は
今
や
特
異
な
方
向
転
換
を
経
験
す
る
。
神
は
、
そ
の
中
で

他
者
つ
ま
り
人
間
を
愛
さ
ず
に
、
ご
自
身
を
愛
そ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

新
約
聖
書
の
言
語
用
法
に
よ
る
と
、「
神
の
子
」
は
、
徹
頭
徹
尾
、
こ
の
世

に
派
遣
さ
れ
た
方
、
犠
牲
に
さ
れ
た
方
で
あ
る
。
も
し
も
神
が
永
遠
に
ご
自

身
を
愛
す
る
方
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
神
と
神
の
区
別
は
無
用
と
な
り
、

そ
も
そ
も
神
が
そ
の
絶
対
的
同
一
性
に
お
い
て
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
決
し

て
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
正
し
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。「
神
は
だ
れ
か
を
愛
す
る
こ
と
も
、
憎
む
こ
と
も
な
）
33
（い
」。

　

し
か
し
な
が
ら
今
や
わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
に
次
の
よ
う
な
理
由
で
、
神
を
愛

そ
れ
自
体
と
し
て
認
識
し
て
き
た
。
つ
ま
り
神
は
、
人
間
と
の
同
一
性
の
う

ち
に
あ
る
神
の
子
を
愛
し
、
し
か
も
恥
ず
べ
き
方
法
で
殺
さ
れ
た
人
間
イ
エ

ス
と
の
同
一
性
の
う
ち
に
あ
る
神
の
子
を
愛
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
愛
は
、
愛
す
る
価
値
の
あ
る
汝
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。
ヨ
ハ
ネ
文

書
は
こ
れ
を
、
神
は
、
罪
と
死
の
支
配
す
る
《
こ
の
世
》
を
愛
し
て
お
ら
れ

る
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
強
調
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
神
で
あ
る
愛
は
、

愛
な
き
状
態
（L

ieblosigkeit

）
の
中
で
《
光
を
放
つ
》
愛
と
し
て
の
み
理

解
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
愛
な
き
状
態
へ
と
《
入
っ
て
行
く
》。

愛
が
見
い
だ
す
愛
す
る
価
値
（L

iebensw
erte

）
が
、愛
の
対
象
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
、
徹
頭
徹
尾
、
愛
す
る
価
値
の
な
い
も
の
を
ま
ず
第
一
に
愛

す
る
価
値
の
あ
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
愛
は
、
愛
す
る
こ
と
に
《
よ
り
》、

こ
の
こ
と
を
行
う
。
聖
霊
の
到
来
と
共
に
祈
り
求
め
ら
れ
る
、
愛
の
炎
の
変

革
す
る
力
に
つ
い
て
の
言
葉
（R

ede

）
は
、「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
判

断
の
、
救
済
論
的
で
あ
る
と
と
も
に
批
判
的
な
核
心
で
あ
る
。

　

今
や
こ
の
核
心
か
ら
、
次
の
こ
と
が
完
全
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
な
に
ゆ
え
ひ
と
は
、
た
し
か
に
人
間
に
つ
い
て
、
彼
ら
は

愛
す
る
我
と
愛
さ
れ
る
汝
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
彼
ら
は
そ
れ

自
体
愛
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人

間
の
愛
の
関
係
は
、
互
い
に
愛
す
る
価
値
の
あ
る
主
体
相
互
の
間
で
遂
行
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
彼
ら
は
、
彼
ら
を
越
え
て
、
愛
で
は
な
い
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あ
の
諸
関
係
の
空
間
へ
と
《
光
を
放
つ
》。
し
か
し
ひ
と
は
愛
に
つ
い
て
そ

れ
以
上
の
こ
と
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
愛
は
、
互
い
に
愛
す

る
価
値
の
あ
る
二
人
の
人
間
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

ル
タ
ー
は
適
切
に
も
、「
愛
の
人
は
そ
の
愛
の
対
象
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
）
34
（る
」

と
言
い
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
共
に
「
愛
の
対
象
は
愛
の
原
因
で
あ
る
」
と

説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
と
反
対
に
神
は
、《
失
わ
れ
た
》
羊
た
ち
（
マ
タ
イ

一
五
・
二
四
）、《
嫌
悪
す
べ
き
者
た
ち
と
病
人
た
ち
》（ 

ル
カ
五
・
三
一
以
下
）、

全
く
正
し
く
な
い
《
罪
人
た
ち
》（ 
ル
カ
一
九
・
一
〇
、
平
行
個
所
）
を
愛

す
る
。
神
は
、
愚
か
で
、
弱
く
、
卑
し
く
、
世
に
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
者
、
し

た
が
っ
て
ほ
ぼ《
無
》に
等
し
い
す
べ
て
の
者（
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
・
二
七
以
下
）

を
選
ぶ
。
人
間
の
愛
と
対
照
的
に
、
ル
タ
ー
に
よ
る
と
神
の
愛
に
は
次
の
こ

と
が
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
愛
は
、
ま
ず
第
一
に
愛
の
対
象
を
、
愛
す
る
価

値
の
あ
る
者
に
す
る
、「
神
の
愛
は
見
い
だ
す
の
で
は
な
く
、
愛
の
対
象
を

造
り
出
す
」。
ル
タ
ー
は
こ
れ
を
罪
人
の
義
認
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
人
間
の
う
ち
に
住
む
神
の
愛
が
、
罪
人
、
悪
人
、
愚
か
者
、
醜
い

者
を
愛
し
、
彼
ら
を
正
し
く
、
良
い
、
知
恵
の
あ
る
、
強
い
者
に
す
る
」。

罪
人
と
し
て
徹
底
的
に
醜
い
人
間
が
、
神
の
愛
の
「
対
象
」
と
し
て
、
た
し

か
に
美
し
く
な
る
。
も
し
も
す
で
に
人
間
の
愛
が
人
間
を
あ
る
仕
方
で
美
し

く
《
す
る
》
と
す
れ
ば
、
神
の
愛
は
、
ま
す
ま
す
、
し
か
も
質
的
に
高
度
な

意
味
に
お
い
て
、
醜
い
人
間
を
美
し
く
、
そ
し
て
愛
す
る
価
値
の
あ
る
者
に

《
す
る
》。「
こ
の
よ
う
に
罪
人
は
美
し
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
愛
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
美
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
愛
さ
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
…
… 

そ
し
て
こ
れ
が
十
字
架
の
愛
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
れ
は
十
字
架
か
ら
生
ま
れ
る
愛
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
か
良
い

も
の
を
見
い
だ
し
て
喜
ぶ
と
こ
ろ
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
悪
い
者
と
乏
し

い
者
に
良
い
も
の
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
向
か
う
」。
神
と
愛
が
完
全
に
同
一

と
さ
れ
る
と
き
、こ
の
十
字
架
の
愛
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
や
こ
の
同
一
化
（Identischsezung

）
は
、
も
ち
ろ
ん
「
こ
の
句
を 

…
… 

ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
も
で
き
る
、
つ
ま
り
愛
は
神
で
あ
る
と
す
る
こ

と
も
で
き
る
」
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
ヨ

ハ
ネ
の
手
紙　

一
」
の
著
者
が
「
ま
さ
に
そ
れ
を
望
ん
で
い
た
」
と
の
理
解

を
明
確
に
強
調
し
た
の
は
、
K
・
バ
ル
）
35
（ト

で
あ
っ
た
。
事
実
、「
こ
の
関
連

か
ら
」
要
点
と
し
て
、
互
い
に
愛
し
合
い
な
さ
い
と
い
う
要
求
が
「
生
じ
て

く
る
」（
七
節
、
一
一
節
、
一
九
節
以
下
）。
た
し
か
に
そ
れ
だ
け
な
お
さ
ら
、

次
の
よ
う
な
古
い
問
い
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
結
局
、
神
は
人

間
の
愛
の
述
語
に
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
、
ま
た
こ
れ
に
応
じ
て
、
神
の
人

間
性
は
、
人
間
の
共
同
人
間
性
と
し
て
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
言
い
表
さ
れ
た

も
の
と
し
て
の
み
規
定
さ
れ
な
い
の
か
ど
う
か
、と
い
う
古
い
問
い
で
あ
る
。
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註

第
一
九
節

（
1
）　

M
. H

eidegger, P
hänom

enologie und T
heologie, 1970, 18.

（
2
）　

上
記S.345.

（
原
典
）
を
参
照
。

（
3
）　

上
記S.356, A

nm
. 37.

を
参
照
。

（
4
）　

  E
. Fuchs, D

ie Zukunft des G
laubens nach 1. T

hess 5, 1
-11, in

:
G

laube 

und E
rfahrung. Zum

 christologischen P
roblem

 im
 N

euen Testam
ent, 

G
es. A

ufs. III. 1965, 362
:

「
神
の
子
の
時
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の

時
は
、
す
で
に
、
す
べ
て
の
も
の
が
そ
れ
に
依
拠
す
る
言
語
の
出
来
事
で
《
あ

る
》。
諸
々
の
言
葉
で
は
な
く
、
こ
の
時
間
告
知
の
言
葉
は
、
も
っ
ぱ
ら
終
末

論
的
時
間
へ
の
入
場
を
可
能
に
す
る
出
来
事
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
正

確
に
は
、
こ
の
言
葉
は
、
信
仰
に
お
い
て
、
愛
に
お
い
て
、
希
望
に
お
い
て
単

に
『
保
持
』
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
現
実
に
あ
る
も
の
と
し
て
実
際
に
用
い
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
神
の
啓
示
の
媒
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は
、

神
が
『
語
る
』
こ
と
を
行
う
か
ら
で
あ
る
」
を
参
照
。 

（
5
）　

  F. G
ogarten, Jesus C

hristus. W
ende der W

elt. G
rundfragen zur C

hristo-

logie, 1966, 91. G
ogarten

は
「
神
の
国
と
共
に
や
っ
て
く
る
救
い
が
こ
の
世

に
現
臨
す
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
を
通
し
て
こ
の
世
が
新
た
に
構
成
さ
れ
る

こ
の
新
た
な
関
係
」（ebd.

）
を
、
こ
の
世
の
《
前
で
の
（vor
）》
責
任
で
は
な

く
、
こ
の
世
《
に
対
す
る
（für

）》
責
任
の
関
係
と
規
定
し
て
い
る
。
神
と
人

間
の
関
係
は
今
や
た
だ
神
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
た
め
、
人
間
は
自
由
に
な
っ

て
「
人
間
に
対
す
る
既
存
の
世
界
の
支
配
と
そ
の
秩
序
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
」、
次
の
こ
と
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま

り
世
界 

│ 「
人
間
を
支
配
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
人
間
を
神
か
ら
切
り
離

す
」（aaO

, 92.

） 

│ 

は
、
も
は
や
そ
の
祭
儀
的
敬
虔
を
通
し
て
人
間
に
こ
の

世
の
《
前
で
の
》
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。G

ogarten

の

キ
リ
ス
ト
論
か
ら
直
接
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
彼
は
政
治
的
に
は
全
体
と
し

て
む
し
ろ
保
守
的
で
あ
る
が
、「
革
命
の
神
学
」
の
神
学
的
父
祖
と
な
る
こ
と

も
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
6
）　

  

預
言
者
的
思
考
の
歴
史
的
理
解
か
ら
、
歴
史
の
終
わ
り
に
関
す
る
新
約
聖
書
の

告
知
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。H

. G
ese, G

eschicht-

liches D
enken im

 A
lten O

rient und im
 A

lten Testam
ent, in

:
Vom

 Sinai 

zum
 Zion, 1974, 98

:

「
預
言
的
思
考
に
と
っ
て
歴
史
は
目
標
へ
と
突
き
進
む
。

そ
し
て
こ
の
目
標
が
、
か
つ
て
契
約
を
樹
立
し
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
救
い
の
行
為
と

同
一
視
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
歴
史
的
思
考
の
終
末
論
的
刻
印
は
ま
す
ま
す

強
化
さ
れ
た 

│
│ 

歴
史
は
そ
の
終
末
を
見
い
だ
す
。
…
… 

歴
史
の
終
末
は
、

こ
の
世
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
神
の
国
が
歴
史
の
中
に
現
わ
れ
た
と

き
、
闖
入
し
て
き
た
」。

（
7
）　

  

こ
れ
に
つ
い
て
は
、E

. Fuchs, Zum
 herm

eneutischen P
roblem

 in der 

T
heologie. D

ie existentiale Interpretation, G
es. A

ufs. I, 1965², 284.

を

参
照
。

（
8
）　

  

前
後
関
係
か
ら
見
る
と
、
神
話
は
ロ
ゴ
ス
よ
り
も
早
く
か
ら
存
在
し
、
隠
喩
は

概
念
よ
り
も
早
く
か
ら
存
在
し
、
神
々
の
物
語
（
セ
オ
ロ
ギ
ア
イ
）
は
、
そ
れ

を
調
整
す
る
哲
学
的
神
学
よ
り
も
早
く
か
ら
存
在
し
た
（
ト
ゥ
ポ
イ
・
ペ
リ
・

セ
オ
ロ
ギ
ア
ス
）。Schelling

（E
inleitung in die P

hilosophie der M
ytholo-

gie, Säm
m

tliche W
erke, h g. von K

.F.E
. Schelling, B

d. II/1, Stuttgart und 

A
ugsburg 1856, 52.

）
は
さ
ら
に
こ
う
推
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
言
語
そ
れ

自
体
は
色
あ
せ
た
神
話
に
す
ぎ
ず
」、
し
た
が
っ
て
色
あ
せ
た
物
語
に
す
ぎ
な

い 

│
│ 

そ
れ
は
、「
す
べ
て
の
言
語
は
、
精
神
的
諸
関
係
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

色
あ
せ
た
隠
喩
の
辞
書
」（Vorschle der Ä

sthetik, 

§50, W
erke, hg. von N

. 

M
iller, B

d, 1973³, 184.

）
で
あ
る
、
と
い
うJean Paul

の
有
名
な
言
葉
と
一

致
す
る
。

（
9
）　

  

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
論:

Jesu W
ort und Jesus als W

ort G
ottes

とT
he-

sen zur G
rundlegung der C

hristologie, in
:

U
nterw

egs zur Sache. T
he-

ologische B
em

erk ungen, 1972, 126ff. und 274ff.

を
参
照
。

（
10
）　

J.B
. M

etz, K
leine A

pologie des E
rzählens, C

onc

（D

）9, 1973, 335.
（
11
）　

  

拙
論:

D
ie W

elt als M
öglichkeit und W

irklichkeit. Zum
 ontologischen 

A
nsatz der R

echtfertigungslehre, in
:

U
ntew

egs zur Sache, aaO
, 223.

終

末
論
的
な
新
し
さ
（das N

eue

）
は
、
た
し
か
に
古
き
も
の
の
う
ち
に
、
そ
の

古
き
も
の
を
ま
ず
第
一
に
古
き
も
の
に
す
る
根
拠
し
か
も
た
な
い
。
し
か
し
そ
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の
た
め
に
は
、
新
し
さ
が
こ
の
古
き
も
の
に
と
っ
て
新
し
さ
と
し
て
同
一
化
さ

れ
う
る
よ
う
な
仕
方
で
、
新
し
さ
が
古
き
も
の
に
お
い
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
新
し
さ
は
、
そ
れ
が
既
存
の
も
の
に
《
根
拠
づ
け
》

ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
明
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
は
、
そ
の
明
証
性
を
む
し
ろ
自
分
自
身
で
納
得
の
行
く
も
の
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
新
し
さ
が
、
自
分
自
身
の

能
力
に
基
づ
い
て
（
終
末
論
的
な
）
新
し
さ
に
つ
い
て
語
る
べ
き
何
も
の
も
も

た
な
い
既
存
の
も
の
と
の
関
連
へ
と
、《
物
語
り
つ
つ
》
自
ら
入
っ
て
行
く
と

き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
物
語
に
お
い
て
新
し
さ
は
、
そ
れ
が
ま
ず
第
一
に
新

し
さ
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
と
い
う
仕
方
で
、
古
き
も
の
に
お
い
て
説
明
さ
れ

る
。

（
12
）　

  「
歴
史
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
」
と
は
、H

usserl

の
学
生
で
あ
るW

. Schapp

の
著
書
の
表
題
で
あ
る
。
彼
は
意
識
の
志
向
性
の
代
わ
り
に
、
意
識
が
巻
き
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（In G
eschichten verstrickt. Zum

 

Sein von M
ensch und D

ing, 1953.

）。
同
じ
著
者
のP

hilosophie der 

G
eschichten, 1959.

特
に177ff.

と271
:

「
話
合
い
が
起
こ
る
と
き
、
話
す

者
た
ち
は
歴
史
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
」
を
参
照
。

（
13
）　

  

し
か
し
そ
れ
は
自
我-

意
識
に
も
当
て
は
ま
る
。「
個
人
は
言
葉
に
し
に
く
い
」

と
い
う
命
題
は
、
そ
の
個
人
が
非
歴
史
的
な
現
存
在
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
真

実
で
あ
ろ
う
。
個
人
が
歴
史
と
同
一
化
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
命
題
は
誤
り
と
な

る
。
そ
の
と
き
、
個
人
は
物
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
物

語
に
お
い
て
は
、
そ
の
唯
一
性
と
個
別
性
が
失
わ
れ
ず
に
、
一
回
限
り
で
個
別

的
な
こ
と
が
言
語
を
通
じ
て
普
遍
性
へ
と
媒
介
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。F. 

M
ildenberger, T

heologie für die Zeit. W
ider die religiöse Interpretati on 

der W
irklichkeit in der m

odernen T
heologie, 1969, 161, A

nm
13

;
W

. 

Pannenberg, W
issenschaftstheorie und T

heologie, 1973, A
nm

. 111.

を

参
照
。

（
14
）　

  

し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
最
近
の
歴
史
の
解
釈
学
の
中
で
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い

る
、
言
語
分
析
哲
学
の
根
本
命
題
で
あ
る
（A

.C
. D

anto, A
nalytical P

hiloso-

phy of H
istory, C

am
bridge 1965, 111

:

ド
イ
ツ
語
訳:

A
nalytische P

hi-

losophie der G
eschichte, 1974, 184.

）。
こ
れ
に
対
し
て
批
判
的
な
の
は
、

F.Fellm
ann, D

as E
nde des L

aplaceschen D
äm

ons, in
:

G
eschichte

│
│

E
reignis und E

rzählung, hg. von R
. K

oselleck und W
. -D

. Stem
pel, Poe-

tik und H
erm

eneutik V, 1973, 115ff.

問
題
全
体
に
つ
い
て
は
、W

. Pannen-

berg, aaO
, 60

-224.

特
に60ff., 73, 146ff.

を
参
照
。
最
近
の
神
学
で
は
、
聖

書
の
言
語
と
神
に
関
す
る
神
学
的
に
責
任
の
あ
る
発
言
の
物
語
的
構
造
が
、
し

ば
し
ば
主
張
さ
れ
て
い
る
。K

arl B
arth

の
種
々
の
発
言
と
並
ん
で
、
特
にG

. 

von R
ad, T

heologie des A
lten Testam

ents, B
d.1, 1969⁶, 128ff.

（134ff.:

「
旧
約
聖
書
の
神
学
的
発
言
の
最
も
正
当
な
形
式
は 

…
… 

相
変
わ
ら
ず
後
か
ら

物
語
る
こ
と
で
あ
る
」）;

K
.H

. M
iskotte, W

enn die G
ötter schw

eigen. 

Vom
 Sinn des A

lten Testam
ents, 1966³, 203

-217
;

F. M
ildenberger, aaO

, 

157ff.;
ders., G

otteslehre. E
ine dogm

atische U
ntersuchung, 1975, 

80
-86 u.ö.;

J.B
. M

etz, Zukunft aus dem
 G

edächtnis des L
eidens. E

ine 

gegenw
ärtige G

estalt der Verantw
ortung des G

laubens, C
onc

（D

）8, 
1972, 399ff.;

ders., A
rtikel „E

rinnerung

,,, in
:

H
andbuch philoso-

phischer G
rundbegriffe, hgs. von H

. K
rings u.a., B

d. 1, 1973, 

386ff.;
ders., E

rlösung und E
m

anz ipation, StZ 191, 1973, 171ff.;
ders., 

K
leine A

pologie des E
rzählens, C

onc

（D

）9, 1973, 334ff.;
H

. W
ein-

rich, N
arrative T

heologie, C
onc

（D

）9, 1973, 329ff.;
H

. Z
ahrnt, 

R
eligiöse A

spekte gegenw
ärtiger W

elt
- und L

ebenserfahrung. R
eflex-

ionen über die N
otw

endigkeit einer neuen E
rfahrungstheologie, ZT

hK
 

71, 1974, 94ff.;
D

. M
ieth N

arrative E
thik. F

ZP
hT

h 22, 1975, 297ff.;
G

. 

L
ofink E

rzählung als T
heologie. Zur s prachlichen G

rundstruktur der 

E
vangelien, StZ 192, 1974, 521ff.

（
15
）　

F. Fellm
ann, aaO

, 132.

（
16
）　

  

二
重
の
意
味
で
「
将
来
が
認
め
ら
れ
て
い
る
」。
つ
ま
り
（a）
起
こ
っ
た
歴
史
を

叙
述
し
つ
つ
反
復
す
る
こ
と
、
（b）
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
々
の
過
度
の
要

求
を
解
放
す
る
こ
と
、
と
い
う
意
味
で
。

（
17
）　

F. Fellm
ann, aaO

, 132.

（
18
）　

A
aO

, 133.

（
19
）　

  

妥
当
で
あ
り
続
け
る
可
能
性
と
、
自
分
の
実
存
の
機
会
と
し
て
理
解
す
る
者
に

開
示
さ
れ
る
可
能
性
と
い
う
視
点
か
ら
、B

ultm
ann

は
歴
史
の
理
解
を
分
析
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し
た
。Jesus, 1926

（=
1964

）, 1
-17

;
ders., D

as P
roblem

 der H
erm

e-

neutik, in
:

G
lauben und Verstehen II, 1968⁵, 211ff.;

ders., G
eschichte 

und E
schatologie, 1964², 164

-184.

（
20
）　

  F. Fellm
ann, aaO

, 133. L
. W

ittgenstein, Tractatus logico
-philosophicus, 

N
r.3.3421

;

さ
ら
に
、E

. Jüngel, D
ie W

elt als M
öglichkeit und W

irklich-

keit, in
;

U
nterw

egs zur Sache, aaO
.206ff.

を
参
照
。

（
21
）　

H
. W

einrich, aaO
, 330.

を
参
照
。

（
22
）　

A
aO

, 331.

（
23
）　

E
bd.

（
24
）　

  

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
論:

Jesu W
ort und Jesus als W

ort G
ottes. E

in her-

m
eneutischer B

eitrag zum
 christologischen P

roblem
, in

:
U

nterw
egs zur 

Sache, aaO
, 126ff.

と
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
るE

. 

Fuchs

とK
äsem

ann

の
諸
研
究
を
参
照
。

（
25
）　

  

論
理
学
的
か
つ
神
学
的
問
題
性
に
つ
い
て
は
、H

. -G
. G

eyer

の
洞
察
力
に
満

ち
た„R

ohgedanken über das P
roblem

 der Identität Jesu C
hristi ,,, E

vT
h 

33, 1973, 385ff.

を
参
照
。

（
26
）　

  E
. K

äsem
ann, D

ie A
nfänge christlicher T

heologie, in
:

E
xegetische 

Versu che und B
esinnungen II, 1965², 95. M

. H
engel, D

ie U
rsprünge der 

christlichen M
ission, N

T
S 18, 1971/72, 34f., A

nm
. 63.

を
参
照
。

（
27
）　

W
einrich, aaO

, 332.

（
28
）　

A
aO

, 332f.

（
29
）　

A
aO

, 331, 333.

（
30
）　

  D
. M

ieth

（aaO
, 301.

）
は
「
キ
リ
ス
ト
教
は
無
罪
で
あ
る
と
の
物
語
は
、
む

し
ろ
伝
説
で
あ
る
」
と
判
断
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
い
。

（
31
）　

F. Fellm
ann, aaO

, 132.

（
32
）　

H
. W

einrich, aaO
, 330.

（
33
）　

A
aO

, 333.

（
34
）　

  W
. B

enjam
in, D

er E
rzähler. B

etrachtungen zum
 W

erk N
ikolai L

esskow
s, 

in
:

Illum
inationen. A

usgew
ählte Schriften, hg. von S. U

nseld, 1961, 

412.

（
35
）　

  

本
文
の
所
謂
サ
ク
ラ
メ
ン
タ
ル
な
機
能
に
つ
い
て
は
、E

. Fuchs, Jesus. W
ort 

und Tat, 1971, 140.

と
、
さ
ら
にG

. Schunack

の
貴
重
な
論
文
、
つ
ま
り

Textverständnis, Textbegriff und Texttheorie, in
:

Festschrift für E
rnst 

Fuchs, 1973, 299ff.

を
参
照
。

（
36
）　

  F. Fellm
ann, aaO

, 137f. E
. H

usserl, C
artesianische M

editationen, H
us-

serliana I, hg. von S. Strasser, D
en H

aag 1963, 73.

（
37
）　

  G
oethe

宛
て
の1797. 12. 26

の
手
紙
（D

er B
riefw

echsel zw
ischen Schil-

ler und G
oethe, hg. von H

.G
. G

räf und A
. L

eitzm
ann, B

d. 1, 1955, 

455.

）。F. Fellm
ann, aaO

, 131.

を
参
照
。

（
38
）　

F. Fellm
ann, aaO

, 138.

（
39
）　

A
aO

, 136f.

（
40
）　

  H
. W

einrich, aaO
, 332. W

einrich

は
、
そ
の
た
め
にE

. A
uerbach

の
諸
研

究
を
も
参
照
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
す
で
にF. G

ogarten

（D
as 

abendländische G
eschichtsdenken. B

em
erkungen zu dem

 B
uch von 

E
rich A

uerbach „M
im

esis

,,, ZT
hK

 51, 1954, 270ff.

）
とE

. Fuchs

（H
er-

m
eneutik, 1970⁴, 102, 134ff., 192ff.

）
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
神
学
的
意
義

に
注
目
し
て
い
た
。

（
41
）　

  

独
裁
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
に
対
し
機
知
を
物
語
る
人
び
と
に
、
い
ず
れ
に
せ

よ
復
讐
を
す
る
の
が
常
で
あ
る

（
42
）　

J.B
. M

etz, Zukunft aus dem
 G

edächtnis des L
eidens, aaO

, 402.

を
参
照
。

（
43
）　

M
etz, A

rt. „E
rinnerung

,, ,aaO
, 394.

を
参
照
。

（
44
）　

  E
bd. M

etz

は
、F

. Fellm
ann

の
抵
抗
し
たW

. Schapp

の
後
期
の
現
象
学
を

取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
はH

. L
übbe

に
し
た
が
っ
て
い
る
。H

. 

L
übbe

は
、Schapp

の
後
期
の
著
作
に
み
ら
れ
る 

│ H
usserl

の
現
象
学

に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た 

│ 

生
活
世
界
と
自
我
の
結
合
の
復
活
を
賞
賛
し

て
い
る
。
な
お
こ
の
結
合
は
、「
諸
々
の
物
語
に
お
け
る
意
識
」
に
遡
り
、
意

識
の
歴
史
性
を
そ
れ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
「
主
体
と
そ
の
世
界
の
統
一
性
の
内
容
は
、
結
局
、
主
体
が
諸
々
の
物
語
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」（ „Sprachspiele

,, und 

„G
eschichten

,,, N
eopositivism

us und P
hänom

enologie im
 Spätstadium

, 

K
ant St 52, 1960/61, 236.

）。

（
45
）　

  M
etz, K

leine A
pologie des E

rzählens, aaO
, 335.

し
か
しM

etz, E
rlösung 
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und E
m

anzipation, aaO
.

を
参
照
。

（
46
）　

  W
einrich, aaO

. 333. T
h.W

. A
dorno, N

oten zur L
iteratur I, 1965, 63.

と
、

特
にW

. B
enjam

in

の
物
語
の
終
焉
の
確
認
を
参
照
。
後
者
に
よ
る
と
、「
物

語
り
手 

│ 

こ
の
名
称
は
わ
れ
わ
れ
に
大
変
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る 
│ 
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
決
し
て
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
で

身
近
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
か
す
で
に
遠
く

隔
た
っ
た
存
在
、
し
か
も
さ
ら
に
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
存
在
で
あ
る
」（ D

er 

E
rzähler, aaO

, 409, vgl. 415.

）。
神
学
に
つ
い
て
は
、H

.W
. Frei, T

he 

E
clipse of B

iblical N
arratieve. A

 Study in E
ighteenth and N

ineteenth 

C
entury H

erm
eneut ics, N

ew
 H

aven und L
ondon, 1974.

を
参
照
。

（
47
）　

  M
etz, K

leine A
pologie, aaO

, 335. T
h.W

. A
dorno, M

inim
a M

oralia. 

R
eflexionen aus dem

 beschädigten L
eben, 1962, 333.

（「
認
識
は
決
し
て

光
を
も
た
な
い
が
、
救
済
さ
れ
た
認
識
は
こ
の
世
で
光
を
放
つ
。
す
な
わ
ち
他

の
す
べ
て
は
再
構
成
で
し
か
な
く
、
依
然
と
し
て
技
術
の
一
部
で
あ
る
」）
を

参
照
。

（
48
）　

  J.H
aberm

as, Zur L
ogik der Sozialw

issenschaften, P
hR

. B
5, 1967, 166ff.

を
参
照
。

（
49
）　

D
. M

ieth, N
arrative E

thik, aaO
. 302.

を
参
照
。

（
50
）　

  M
ieth, aaO

, 303.

こ
れ
と
比
較
し
う
る
の
は
、
イ
エ
ス
の
終
末
論
的
告
知
の
反

黙
示
論
的
厳
し
さ
で
あ
る
。

（
51
）　

  R
. M

sil, Tagebücher, hg. von A
. Frisé, 1955, 778. D

. M
ieth

は
こ
の
関
連

で
こ
の
箇
所
を
引
用
し
て
お
り
、彼
は「
物
語
の
内
的
批
判
的
自
己
解
明
」（aaO

, 

304.

）
を
要
求
し
て
い
る
。 

（
52
）　

  F. Schleierm
acher

は
、
ひ
と
が
同
意
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
宗
教
的
発
言
の

物
語
と
し
て
の
特
性
と
、
こ
の
特
性
の
必
然
性
を
非
常
に
よ
く
知
っ
て
い
た
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、
信
仰
の
教
義
学
的
諸
命
題
を
も
っ
と
詩

的
で
も
っ
と
修
辞
学
的
な
信
仰
命
題
と
区
別
し
、
前
者
を
必
然
的
な
も
の
と
み

な
し
た
。
そ
し
て
彼
は
自
ら
こ
の
よ
う
な
「
諸
々
の
信
仰
命
題
を
、
そ
こ
に
お

い
て
規
定
の
最
も
高
い
可
能
性
が
目
指
さ
れ
る
、
叙
述
的
啓
蒙
的
方
法
で
定
式

化
す
る
」
達
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
（D

er christliche G
laube, nach 

den G
rundsätzen der evangelisc hen K

irche im
 Zusam

m
enhange dar-

gestellt, hg. von M
. R

edeker, B
d.1, 1967⁷, 107.

）。K
arl B

arth

は
、
論
証

す
る
教
義
学
と
物
語
る
教
義
学
を
天
才
的
な
仕
方
で
結
び
つ
け
る
こ
と
を
可
能

に
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
彼
は
特
別
な
天
才
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
は
、

物
語
そ
れ
自
体
の
論
証
的
な
力
を
主
張
す
る
す
べ
を
心
得
て
い
た
。す
な
わ
ち
、

真
の
物
語
は
証
明
で
あ
る
。

（
53
）　

  D
. M

ieth, aaO
. 304.

一
九
七
二
年
十
月
、J.B

. M
etz

は
、E

vangelischen 

T
heologie

の
編
集
者
た
ち
の
前
で
彼
の
物
語
の
神
学
の
企
画
を
講
演
し
た
。

彼
は
、
歴
史
的
状
況
そ
れ
自
体
に
根
ざ
し
て
い
る
、
同
じ
事
態
に
対
す
る
異
な

る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
「
物
語
の
時
と
論
証
の
時
が

存
在
す
る
！　

こ
の
区
別
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（ K

leine A
pol-

ogie des E
rz ählens, aaO

, 337
;

vgl. H
.G

. L
ink, G

egenw
ärtige P

roblem
e 

einer K
reuzestheologie. E

in B
ericht, E

vT
h33, 1973, 337ff.

）。

（
54
）　

  

こ
れ
に
つ
い
て
は
、H

. W
einrich, Tem

pus. B
esprochene und erzählte W

elt, 

1971².

を
参
照
。

（
55
）　

  

す
べ
て
の
も
の
が
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
物
語
ら
れ
る
わ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の

物
語
の
合
図
が
す
べ
て
の
物
語
に
と
っ
て
重
要
な
わ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
時

が
時
宜
を
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
特
に
、
物
語
ら
れ
る
べ
き
物
語
の
終
末

論
的
特
徴
は
、
物
語
の
独
自
な
神
学
的
解
釈
学
と
言
語
学
を
要
求
す
る
。

（
56
）　

  D
. M

ieth

（aaO
, 307.

）
は
、
印
象
的
な
仕
方
で
次
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
神

は
非
歴
史
的
な
方
と
し
て
現
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は
そ
の
あ
り
方
に
お
い
て

無
比
な
る
方
だ
か
ら
で
あ
る
」。
こ
の
文
章
は
、T

hom
as M

ann

の
小
説
『
ヨ

セ
フ
と
そ
の
兄
弟
』（G

esam
m

elte W
erke, B

d. 3, B
erlin und W

eim
ar 

1965, 431f.

）の
注
目
に
値
す
る
箇
所
の
要
点
を
再
現
し
て
い
る
。こ
の
句
は「
ア

ブ
ラ
ハ
ム
は
ど
の
よ
う
に
し
て
神
を
見
い
だ
し
た
か
」
と
い
う
章
か
ら
引
用
さ

れ
て
い
る
。G

. von R
ad

の
判
断
（B

iblische Josephserzählung und Jose-

phrom
an, Sonderdruck des C

hr. K
aiser Verlages 1965, 25.

）
に
よ
る
と
、

「
古
い
素
材
が
詩
人
を
あ
る
程
度
ま
で
打
ち
負
か
し
て
し
ま
っ
た
」。T

hom
as 

M
ann

は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
先
祖 

﹇
ア
ブ
ラ
ハ
ム
﹈ 

は
神
に
つ
い
て
も
っ
と

多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
彼
は
神
に
つ
い
て
何
も
《
物
語

る
こ
と
》
が
で
き
な
か
っ
た 

│
│ 

た
だ
し
、
他
の
者
た
ち
が
彼
ら
の
神
々
に

つ
い
て
物
語
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
。
神
に
つ
い
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エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
「
神
の
人
間
性
に
つ
い
て
」（
1
）
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て
何
の
物
語
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
お
そ
ら
く
最
も
注
目
に
値

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
、
無
造
作
に
、
し

か
も
物
語
も
な
い
と
こ
ろ
で
、『
神
』
と
言
う
こ
と
に
よ
り
、
初
め
か
ら
神
の

現
存
在
を
言
い
表
わ
し
た
と
き
の
勇
気
で
あ
る
。
神
は
発
生
し
な
か
っ
た
、
生

ま
れ
な
か
っ
た
、
い
か
な
る
女
性
か
ら
も
。
王
座
に
は
、
神
と
並
ん
で
い
か
な

る
女
性
も
、
イ
シ
ュ
タ
ル
も
、
バ
ア
ラ
ト
も
、
神
の
母
も
い
な
か
っ
た
。
ど
の

よ
う
に
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
神
の
全
き
性
質

を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
ひ
と
は
そ
の
理
性
を
使
う
だ
け
で
十
分
に
、
そ
れ
が

不
可
能
な
表
象
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
は
エ
デ
ン
に
認

識
の
木
と
死
の
木
を
植
え
た
。
そ
し
て
人
は
そ
れ
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
生
殖

と
死
は
、
神
の
も
の
で
は
な
く
人
間
の
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
神
は
自
分
の
そ

ば
に
女
神
を
見
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
神
は
女
神
を
認
識
す
る
必
要
が
な
く
、

バ
ア
ル
と
バ
ア
ラ
ト
は
ひ
と
つ
で
あ
り
、
彼
ら
は
同
時
に
存
在
し
た
か
ら
で
あ

る
。
神
に
は
子
供
も
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
天
使
も
サ
バ
オ
ト
も
神
に
仕
え

る
子
供
で
は
な
か
っ
た
し
、
あ
る
天
使
た
ち
が
人
間
の
娘
た
ち
の
卑
猥
な
眼
差

し
に
誘
惑
さ
れ
て
、
彼
ら
に
産
ま
せ
た
あ
の
巨
人
た
ち
も
神
の
子
供
た
ち
で
は

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
神
は
た
だ
一
人
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
は
神
の
偉
大

さ
の
目
印
で
あ
っ
た
。
し
か
し
女
神
も
子
供
も
い
な
い
と
い
う
唯
一
の
神
の
存

在
に
よ
っ
て
、
人
間
と
の
神
の
契
約
に
対
す
る
神
の
偉
大
な
嫉
妬
を
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
神
が
物
語
を
も
た
な
い
と
い
う

こ
と
も
こ
れ
と
関
連
し
て
い
た
し
、
こ
の
神
に
つ
い
て
物
語
る
も
の
は
何
も
な

か
っ
た
。

　
　
　

  　

し
か
し
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
も
や
制
約
さ
れ
た
仕
方
で
の
み
理
解

さ
れ
た
。
そ
れ
は
過
去
に
関
し
て
の
み
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
将
来
に
は

当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
次
の
事
実
で
あ
る
。
つ
ま

り
『
物
語
る
』
と
い
う
語
は
将
来
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
と
は
将

来 

│ 

た
と
え
そ
れ
が
過
去
の
形
式
の
う
ち
に
あ
る
と
し
て
も 

│ 

を
物
語

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
神
は
た
し
か
に
物
語
を
も
っ
て
い
た
し
、
そ
の
物

語
は
将
来
に
関
連
し
て
い
た
。
神
に
と
っ
て
そ
の
将
来
は
あ
ま
り
に
栄
光
に
満

ち
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
神
の
現
在
は 

│ 

た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
栄
光

に
み
ち
て
い
る
と
し
て
も 

│ 

将
来
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
し
て
現
在
が
将

来
と
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
《
こ
と
》、
こ
の
こ
と
が
神
の
偉
大
さ
と
聖
な
る

力
に
、
そ
れ
ら
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
待
望
と
成
就
さ
れ
て
い
な
い
約
束
、
端
的

に
言
う
な
ら
ば
受
難
の
性
格
を
与
え
る
。
人
間
と
の
神
の
契
約
と
、
人
間
に
対

す
る
神
の
嫉
妬
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
性

格
を
捉
え
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
〇
節

（
1
）　

  L
. Feuerbach, D

as W
esen des C

hristentum
s, A

usgabe in zw
i B

änden, 

hg. von W
. Schuffenbauer, B

d. 1, 1956, 106f.

（
2
）　

A
aO

, 107.

（
3
）　

A
aO

, 108f.

（
4
）　

A
aO

, 104.

（
5
）　

A
aO

107.

（
6
）　

  R
. P

renter, D
er G

ott, der L
iebe ist. D

as Verhältnis der G
otteslehre zur 

C
hristologie, T

hL
Z 96, 1971, 401.

（
7
）　

A
aO

, 406.

（
8
）　

  

そ
の
か
ぎ
り
で
、
愛
は
そ
の
つ
ど
、
愛
す
る
者
た
ち
の
在
り
方
と
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
さ
ら
に
根
本
的
な
意
味
で
彼
ら
に
当
て
は
ま
る
の
は
、
愛
す
る
者
た
ち

は
彼
ら
の
愛
の
あ
り
方
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
各
人
は
そ
の

愛
と
同
様
で
あ
る
」„Talis est quisque,quails ejus dilectio

,,

（A
ugustin, In 

E
pist. Joannis ad Parthos, 2, 14, M

P
L

 35, 1997  zitiert in der konji-

zierten L
esart nach J. P

ieper, Ü
ber die L

iebe, 1972³, 186.

）。
あ
な
た
が

ど
の
よ
う
に
愛
し
て
い
る
の
か
を
わ
た
し
に
語
っ
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た

が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
の
か
を
、わ
た
し
は
あ
な
た
に
語
っ
て
あ
げ
よ
う
。

（
9
）　

K
arl B

arth, K
D

 II/1, 310.

（
10
）　

  

以
下
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、 J. P

ieper

の
印
象
的
な
論
文
（Ü

ber die L
iebe, 

1972³.

）
を
参
照
。
専
門
家
に
は
、
以
下
の
諸
々
の
考
察
の
中
で
特
にP

ieper

の
見
解
に
依
拠
し
て
い
る
箇
所
は
、
容
易
に
見
分
け
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

（
11
）　

  

も
ち
ろ
ん
次
の
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
愛
さ
れ
る
汝
が
愛
す
る

我
を
愛
さ
《
な
い
》
と
き
に
、
愛
の
本
質
が
解
釈
学
的
に
更
に
先
鋭
的
に
現
れ

て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
新
約
聖
書
は
し
ば
し
ば
こ
の
状
況
を
取
り
扱
っ
て
い
る
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（
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
三
・
一
九
、
ロ
ー
マ
五
・
八
等
を
参
照
）。

（
12
）　

  R
ichard von St. V

iktor, D
e praeparatione ainim

i ad contem
plationem

（B
enjam

in m
inor

）, cap 13, M
P

L
 196, 10

;
vgl. T

hom
as von A

quin, in 

III. Sent., dist. 35q. 1a. 2qa. 1sol.

（ nr.32

）;
P

ieper, aaO
, 189.

（
13
）　

  

エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
の
対
比
は
た
し
か
に
古
く
、
例
え
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
お
け
る
自
己
愛
と
神
へ
の
愛
の
対
決
に
み
ら
れ
る
（D

e. civ. D
ei 

X
IV

/28, C
C

hr. SL
 48, 451

）:

「
し
た
が
っ
て
二
つ
の
国
は
二
つ
の
愛
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
地
上
の
国
は
、
神
を
軽
視
す
る
自
己
愛
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
。
他
方
、
天
上
の
国
は
、
自
己
を
軽
蔑
す
る
神
の
愛
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
」。ご
く
最
近
の
神
学
に
お
い
て
、特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
著
者
た
ち
は
、

エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
の
対
立
を
強
く
主
張
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
特
に
、
以

下
の
書
物
を
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。H

. Scholz, E
ros und C

ari-

tias. D
ie platonische L

iebe und die L
iebe im

 Sinne des C
hristentum

s, 

1929
;

A
. N

ygren, E
ros und A

gape. G
estaltw

andlungen der christlichen 

L
iebe, 1930/1937¹, 1954²;

E
. B

runner,E
ros und L

iebe, 1937.

し
か
しK

. 

B
arth K

D
 IV

/2, 825ff.;
ders., E

inführung in die evangelische T
heolo-

gie, 1962, 213ff. 

も
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
にB

arth

は
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、N

ygren

の
「
鋭
す
ぎ
る
目
を
も
っ
て
」
遂
行
さ
れ
た
神
学

的
エ
ロ
ー
ス-

批
判
よ
り
も
、H

. Scholz

に
よ
る
エ
ロ
ー
ス
の
愛
に
満
ち
た
叙

述
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
、
少
な
く
と
も
「
さ
さ
や
い
て
」
い
る
（K

D
 IV

/2, 

837.

）。
そ
し
て
彼
は
、
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
対
比
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
そ
れ
ら
両
者
が
そ
こ
か
ら
由
来
す
る 

…
… 

そ
れ
ら
に《
共
通
の
》場
」

（aaO
, 839.

）
を
知
っ
て
い
る
。
次
の
こ
と
を
経
験
で
き
る
の
も
、慰
め
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
キ
リ
ス
ト
教
的
生
は 

…
… 

た
し
か
に
こ
の
対
立
の
《
中
》
に
」
生

き
て
い
る
が
、「
し
か
し
そ
れ
に
《
基
づ
い
て
》」
生
き
る
の
で
は
「
な
い
」（aaO

, 

847.

）
と
い
う
こ
と
、
ま
た
ア
ガ
ペ
ー
と
エ
ロ
ー
ス
の
関
係
に
と
っ
て
「《
和

解
の
》
言
葉
が
最
後
の
言
葉
」
で
あ
り
う
る
し
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（aaO

, 849.

）。
し
か
し
こ
の
こ
と
の
本
質
は
、
ア

ガ
ペ
ー
が
「
エ
ロ
ー
ス
を
ま
っ
た
く
《
余
分
な
も
の
》
に
」（aaO

, 852.

）
す

る
と
の
告
知
に
あ
る
。
神
が
そ
れ
を
善
き
も
の
に
変
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
！

（Q
od dues bene vertat !

）

（
14
）　

K
. B

arth, E
inführung in die evangelische T

heologie, aaO
, 219.

（
15
）　

  

一
般
に
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
区
別
さ
れ
る
も
の
は
、
愛
の
、
両
者
に

共
通
な
構
造
に
ま
ず
徹
底
的
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
の
愛
の
構
造
は
、「
な
お
さ

ら
に
大
き
く
な
る
、
し
か
も
当
然
も
っ
と
大
き
く
な
る
自
己
関
係
性
（Selbst-

bezogenheit

）
の
た
だ
中
で
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
と
し
て
」
記
述
さ

れ
た
。
何
ら
か
の
自
己
関
係
性
を
も
た
な
い
愛
と
い
う
も
の
は
、

│ 

理
論

に
お
い
て
も
生
活
実
践
に
お
い
て
も  

│ 

、
途
方
も
な
い
抽
象
化
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
わ
ば
上
か
ら
の
愛
の
歪
曲
で
あ
る
。
反
対
に
、
自
己
関
係
の
中
で
ま

す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
の
な
い
愛
と
い
う
も
の
は
、

│ 

こ
れ
も
、
愛

の
理
解
と
愛
の
行
為
の
双
方
に
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
が 

│ 

正
反
対
の
抽

象
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
下
か
ら
の
愛
の
歪
曲
で
あ
る
。
最
初
の
ケ
ー
ス

で
は
、
い
わ
ば
愛
の
本
質
の
道
徳
的
去
勢
が
迫
っ
て
お
り
（
そ
の
際
、
愛
は
ま

ず
当
為
の
次
元
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
存
在
の
現
象
で
あ
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
て
い
な
い
）、
第
二
の
ケ
ー
ス
で
は
、
愛
の
本
質
の
、
い
わ
ば
性
的

暴
力
の
危
険
が
生
じ
て
い
る
（
そ
の
際
、
愛
は
、
愛
す
る
我
が
自
分
の
意
欲
を
、

愛
さ
れ
る
汝
の
存
在
に
自
ら
服
従
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
意
欲
の
次
元
を
自
ら
弁
証
法
的
に
変
革
す
る
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
て
い
な

い
）。
依
然
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
上
か
ら
の
道
徳
的
抽
象
化
を
単
な
る
性
行
動
に

よ
っ
て
矯
正
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
下
か
ら
の
性
的
抽
象
化
を
道
徳
的
命

法
に
よ
っ
て
矯
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
当
の
愛
の
出
来
事
だ
け
が
、
そ

の
現
象
そ
れ
自
体
だ
け
が
、
そ
の
歪
曲
を
克
服
す
る
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。

（
16
）　

  

自
己
所
有
の
範
疇
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
五
三
五
頁
（
原
典
）
以
下
を

参
照
。

（
17
）　

  

こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
る
。
つ
ま
り
、
偉
大
な
神

学
者
た
ち
は
あ
え
て
、
神
に
ふ
さ
わ
し
い
エ
ロ
ー
ス
は
、
あ
る
点
で
ア
ガ
ペ
ー

よ
り
も
い
っ
そ
う
神
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
「
エ

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
は
自
己
犠
牲
的
愛
よ
り
も
も
っ
と
神
的
で
あ
る
」﹇
英
訳
参

照
﹈、「
何
人
か
の
著
者
た
ち
は
、
聖
な
る
事
柄
に
つ
い
て
、『
愛
』
と
い
う
表

題
よ
り
も
『
思
慕
』
と
い
う
表
題
の
方
が
よ
り
神
的
で
あ
る
と 

考
え
た
」（V

gl. 

T
hom

as von A
quin, S.th. I a II ae, q.26 a.3 ad 4 und D

ionysios A
reopag-



四
三

エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
「
神
の
人
間
性
に
つ
い
て
」（
1
）

̶ ̶40

ita, D
e div. nom

. IV, 12M
P

G
 3, 709.

）。
こ
の
定
式
化
と
ア
ク
イ
ナ
ス
に
よ
る

そ
の
受
容
の
背
後
に
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
と
異
な
る
方
向
性
を
も
つ
歴
史
が
あ

る
。H

. Scholz

（aaO
, 114ff.

）
はA

. von H
arnack

の
研
究
成
果
（D

er 

„E
ros

,, in der alten christlichen L
iteratur, SPA

W
 1918, I, 81

-94.

）
を
取

り
入
れ
、
こ
の
異
な
る
方
向
性
を
も
つ
歴
史
に
注
目
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、

Ignatius

（Ign R
öm

 7, 2

）
は
、
お
そ
ら
く
パ
ウ
ロ
（
ガ
ラ
五
・
二
四
、六
・

一
四
）
に
依
拠
し
つ
つ
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
に
こ
う
伝
え
た
。
つ
ま
り
彼
は
た
し

か
に
生
き
て
い
る
者
と
し
て
彼
ら
に
書
い
て
い
る
が
、彼
は
死
を
愛
し
て
い
る
、

と
。
彼
の
（
生
に
対
す
る
？
）
愛
は
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
、
彼
の
う
ち
に
は
も

は
や
物
質
に
対
す
る
恋
の
炎
は
存
在
し
な
い
。「
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
あ
な
た

方
に
書
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
は
生
き
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
は
死
へ
の
情
熱
に
よ
っ
て
あ
な
た
が
た
に
書
い

て
い
る
の
だ
か
ら
。
わ
た
し
の
願
い
は
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
わ
た
し

の
う
ち
に
は
物
質
的
な
こ
と
が
ら
へ
の
情
熱
が
全
く
燃
え
て
い
な
い
」。Igna-

tius 

の
場
合
、「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
エ
ロ
ー
ス
」
は
、
十
字
架
に
つ
け
ら

れ
た
自
己
愛
を
意
味
し
て
い
た
が
、O

rigenes

は
（『
雅
歌
』
の
解
釈
の
「
序
」

に
お
い
て:

 W
erke, B

d. 8, hg, von W
.A

. B
aehrens, G

C
S, 1925, 71f.

）、
こ

の
表
現
を
エ
ロ
ー
ス
の
対
象
に
関
連
づ
け
た
。
そ
の
結
果
、《
わ
た
し
の
十
字

架
に
つ
け
ら
れ
た
エ
ロ
ー
ス
》
は
、
今
や
《
わ
た
し
の
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た

キ
リ
ス
ト
》
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
な
っ
た
。
そ
の
後
「
教
会
の
讃
美
歌
に
お
い

て
千
五
百
年
以
上
も
」（ Scholz, aaO

, 115.

）、「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
は

わ
た
し
の
愛
で
あ
る
」
と
歌
わ
れ
て
き
た
。「《O

rigenes

》 

は
《Ignatius

》
の

こ
の
解
釈
を
通
し
て
」「
キ
リ
ス
ト-

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（C

hristusero-

tik

） 

│ 

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
章
の
ひ
と

つ
と
な
っ
た  

│ 

の
発
生
」
の
基
盤
を
作
り
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
彼
は
同

時
に
、「
ヨ
ハ
ネ
的
同
一
化
、
つ
ま
り
神
と
カ
リ
タ
ス
の
同
一
化
を
、
偽
プ
ラ

ト
ン
的
同
一
化
、
つ
ま
り
神
と
エ
ロ
ー
ス
の
同
一
化
と
取
り
替
え
て
も
さ
し
つ

か
え
が
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
不
当
で
は
な
い
、
と
説
明
し
た
。
す
な

わ
ち
、
ヨ
ハ
ネ
が
神
をcaritatem

 ﹇agape

﹈ 

と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
誰
か
が
神
を

《
愛
》 ﹇am

orem
, erota

﹈ 

と
呼
ん
だ
と
し
て
も
、
わ
た
し
に
は
、
そ
れ
で
間
違
っ

て
い
る
と
は
思
え
な
い
。《
聖
人
》
の
ひ
と
り
、Ignatius

が
キ
リ
ス
ト
に
つ
い

て
《
わ
が
愛
は
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
》
と
言
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
。
そ

し
て
わ
た
し
は
、
こ
れ
は
非
難
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

…
…
」（ H

. Scholz, aaO
, 115f.

こ
こ
で
はH

arnack, aaO
, 81.

が
引
用
さ
れ

て
い
る
）。Scholz

（aaO
, 116f.

）
は
《
こ
の
オ
リ
ゲ
ネ
ス
的
結
合
の
後
に
現

れ
た
影
響
》
と
し
てD

ionysios A
reopagita

の
そ
れ
に
対
応
す
る
諸
々
の
表

現
を
挙
げ
て
い
る 

│ 

そ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、「
ア
ガ
ペ
ー
を
エ
ロ
ー
ス
に

よ
っ
て
代
替
す
る
可
能
性
」
と
神
と
エ
ロ
ー
ス
の
同
一
化
が
生
じ
た
。
そ
し
て

後
者
に
は
、「
神
は
、
全
世
界
の
中
で 

…
…
《
エ
ロ
ー
ス
》
を
自
分
の
も
と
に

呼
び
出
す
が
ゆ
え
に
、《
エ
ロ
ー
ス
》
と
呼
ば
れ
る
」
と
い
う
理
由
が
付
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、Johannes Scotus E

riugena 

に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

移
植
さ
れ
、
今
や
ラ
テ
ン
的
キ
リ
ス
ト
教
的
言
語
用
法
に
お
い
て
も
、「
神
は

す
べ
て
の
愛
の
原
因
で
あ
る
が
ゆ
え
に
」
神
をam

or

と
呼
ぶ
こ
と
は
正
し
い
、

と
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）　

  K
. B

arth

（IV
/2, 852.

）
は
、
エ
ロ
ー
ス
を
対
象
の
な
い
余
分
な
も
の
と
す
る

ア
ガ
ペ
ー
の
た
め
に
、
た
し
か
に
こ
の
「
輝
か
し
い
《
結
果
と
し
て
（ut con-

secutivum

）》」
を
残
し
て
い
る
。

（
19
）　

  J. P
ieper

（aaO
, 52f.

）
と
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
次
の
著
者
た
ち
を
参
照
。

R
.O

. Johann

（B
uilding the H

um
an, N

ew
 York 1968, 161.

）, F.D
. W

il-

helm
sen

（T
he M

etaphysics of L
ove, N

ew
 York 1962, 139.

）。P
ieper

に

よ
る
と
「
人
間
の
愛
の
創
造
性
に
つ
い
て
の
発
言
は
」、
次
の
よ
う
な
か
ぎ
り

に
お
い
て
、「
全
く
新
た
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
意
味
を
獲
得
す
る
」。
つ
ま
り
、

そ
の
中
で
「
現
存
在
を
措
定
す
る
と
い
う
神
的

-

創
造
的
行
為
が
事
実
上
継
続

さ
れ
、
そ
し
て
完
成
さ
れ
、」「
そ
の
結
果
、
自
覚
的
愛
を
経
験
す
る
者
は
こ
う

言
う
こ
と
が
で
き
る
。『
わ
た
し
は
、
わ
た
し
が
わ
た
し
自
身
で
あ
る
た
め
に
、

あ
な
た
を
必
要
と
す
る
。
…
… 

あ
な
た
は
、
わ
た
し
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
り
、

わ
た
し
自
身
に
わ
た
し
を
与
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
あ
な
た
が
わ
た
し
を
存

在
さ
せ
る
』
と
。
愛
さ
れ
る
者
が
愛
す
る
者
を
作
り
出
す
と
は
、
正
確
に
は
、

存
在
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
す
る
者
に
と
っ
て
、
愛
さ
れ
る

存
在
が
意
味
す
る
こ
と
は
、厳
密
に
は
、愛
さ
れ
る
存
在
が
、《
存
在
す
る
こ
と
》

を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
た
し
か
に
神
的
│
創
造
的

行
為
の
継
続
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
完
成
に
つ
い
て
語
る
べ
き
か
ど
う
か



四
四

̶ ̶39

は
、
地
上
に
お
け
る
愛
が
、
愛
で
は
な
い
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
無
力
で
あ
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
、

た
し
か
に
そ
れ
自
体
創
造
的
愛
の
行
為
で
あ
る
神
的-

創
造
的
行
為
と
の
あ
る

類
比
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
神
ご
自
身
が
こ
の
愛
で《
あ
る
》

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
創
造
性
は
継
続
も
完
成
も
必
要
と
し
な
い
が
、
人
間

の
対
応
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。

（
20
）　

A
ugustin, In Ps. 121, 12, C

C
hr. SL

 40, 1812.

（
21
）　

  F. R
ückert, W

ohl endet Tod des L
ebens N

ot, G
edichte, hg, von J. P

fei-

ffer, 1969, 24. V
gl. F. G

ogarten, D
ie Verkündigung Jesu C

hristi. G
rund-

lagen und A
ufgabe, 1965², 481

:

「
愛
の
中
で
経
験
さ
れ
る
よ
う
な
こ
の
非
存

在
は
、
愛
の
あ
ら
ゆ
る
至
福
と
、
愛
さ
れ
る
者
と
な
る
こ
と
の
あ
ら
ゆ
る
充
溢

を
含
ん
で
い
る
」。

（
22
）　

  

出
来
事
は
瞬
間
的
事
件
以
上
も
の
で
あ
る
。
出
来
事
は
歴
史
を
も
ち
、
そ
し
て

歴
史
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
「
実
存
主
義
的
時
間
厳
密
主
義
」

と
の
批
判
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
初
め
か
ら
捉
え
そ
こ
な
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。

（
23
）　

T
hom

as von A
quin, S. th. IIa IIae, q.28 a. 1 crp.

（
24
）　

Scholz, aaO
, 67.

（
25
）　

P
ieper, aaO

, 182.

（
26
）　

R
. B

ultm
ann, D

ie drei Johannesbriefe, 1967, 43.

（
27
）　

R
. B

ultm
ann, aaO

, 72.

（
28
）　

  F. M
ildenberger

（G
otteslehre. E

ine dogm
atische U

ntersuchung, 1975, 

161 f.

）
は
、「
神
の
歴
史
を
越
え
て
神
ご
自
身
（G

ott selbst

）
が
」
問
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
異
議
を
唱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
単

純
に
論
理
の
暴
力
で
あ
り
、
神
学
的
短
絡
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
今
や
ま

さ
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
神
が
、
こ
の
歴
史
は
ま
さ
に

「
神
ご
自
身
」で
あ
る
と
い
う
具
合
に
、歴
史
と
し
て
考
え
ら
れ
る
歴
史
で
あ
る
。

M
ildenberger

が
反
対
し
て
い
るK

. B
arth

（K
D

 IV
/1, 224.

）
は
こ
う
定
式

化
し
て
い
る
。「
神
と
し
て
の
彼
の
存
在
は
、
彼
自
身
の
こ
の
歴
史
の
出
来
事

の
中
に
あ
る
存
在
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
な
神
理
解
は
、M

ildenberger

が
「
共

有
で
き
な
い
」
と
考
え
て
い
る
、
思
考
と
存
在
の
前
提
さ
れ
た
同
一
性
と
関
係

が
な
い 

│ 

そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
神
理
解
が
、
こ
の
よ
う
な
同
一
性
の
論

争
と
関
係
が
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
と
な
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ

が
、
神
を
「
父
」、
ま
た
「
子
」、
そ
し
て
同
時
に
「
聖
霊
」
と
呼
ぶ
と
き
、
何

を
言
っ
て
い
る
の
か
を
《
理
解
す
る
》
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
の
事
実
性
を
越
え
て
作
ら
れ
る
矛
盾
の
な
い
思

想
構
築
物
の
中
で
、
…
… 

神
の
認
識
可
能
性
」
が
探
求
さ
れ
る
と
は
、
注
目

す
べ
き
主
張
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
」M

ildenberger 

と
共
に
「
神

の
存
在
の
認
識
可
能
性
」
を
「
神
の
歴
史
の
理
解
可
能
性
の
中
に
求
め
る
」。

も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
、そ
れ
を
「
見
つ
け
る
」
た
め
に
「
探
す
」
の
で
あ
る
。

（
29
）　

  K
. B

arth

（K
D

 IV
/2, 860.

）
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
思
想
を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え

て
い
る
。「『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

一
』
四
・
八
、一
六
の
『
神
は
愛
で
あ
る
』
と
の

等
置
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
証
言
の
特
質
で
あ
る
。『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

一
』
四
・
二
四

の
『
神
は
霊
で
あ
る
』
と
の
等
置
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
同
時
に

起
こ
っ
て
い
る
こ
と
（Zusam

m
entreffen

）
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
二

つ
の
同
一
視
は
相
互
に
説
明
し
合
っ
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
の
証
言
の
意
味
に
お
い

て
『
愛
』
を
語
る
者
は
、『
霊
』
に
つ
い
て
語
る 

│ 

こ
の
霊
は
、
そ
の
中
で

神
が
徹
頭
徹
尾
《
子
の
》
父
で
あ
り
、
徹
頭
徹
尾
《
父
の
》
子
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
《
ま
ず
》
わ
れ
わ
れ
を
愛
す
る
方
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
証
言
の
意
味
で
『
霊
』
を
語
る
者
は
、『
愛
』
に
つ
い
て
語
る 

│ 

こ

の
『
愛
』
は
、
神
が
わ
れ
わ
れ
を
愛
す
る
《
と
き
》、
し
か
し
す
で
に
彼
が
そ

う
す
る
《
以
前
に
》、
そ
の
中
で
、
神
が
父
と
し
て
《
子
》
を
愛
し
、
子
と
し

て
《
父
》
を
愛
す
る
愛
で
あ
る
。
ま
た
も
や
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
で
は
、
キ
リ
ス
ト

教
的
愛
の
根
拠
の
こ
の
三
一
論
的
に
規
定
さ
れ
た
永
遠
性
が
、
し
か
も
今
や
あ

ら
ゆ
る
形
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
父
は
子
を
愛
し
、ま
た
（
こ
れ
は
、

彼
の
永
遠
の
愛
で
あ
り
、
彼
の
父
的
神
的
献
身
（H

ingabe 

﹇
自
己
贈
与
﹈）
で

あ
る
）
す
べ
て
の
も
の
（
他
な
ら
ぬ
、
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
彼
の
全
く
神

的
尊
厳
、彼
の
全
く
神
的
主
権
性
と
力
）
を
彼
の
（
息
子
の
）
手
に
与
え
た
（
ヨ

ハ
ネ
三
・
三
五
。
五
・
二
〇
を
参
照
）。
彼
は
彼（
子
）に
彼
の
栄
光
を
与
え
た（
ヨ

ハ
ネ
一
七
・
二
四
）。
と
い
う
の
は
、
彼
は
世
界
の
基
礎
づ
け
の
前
に
彼
（
子
）

を
愛
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
彼
（
子
）
に
彼

の
栄
光
を
あ
た
え
た
。
し
か
し
ヨ
ハ
ネ
一
〇
・
一
七
で
は
、
父
の
こ
の
愛
は
、



四
五

エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
「
神
の
人
間
性
に
つ
い
て
」（
1
）

̶ ̶38

ま
さ
に
次
の
こ
と
に
対
す
る
答
え
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、子（
こ

れ
は
彼
の
永
遠
の
愛
、
彼
の
犠
牲 

﹇
自
己
贈
与
﹈ 

で
あ
る
）
は
、
父
に
対
す
る

服
従
の
中
で
ご
自
身
を
、
彼
の
命
を
賭
け
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
な
す

こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
そ
れ
を
受
け
取
る
た
め
で
あ
る
」。

（
30
）　

  

し
た
が
っ
て
古
代
教
会
の
両
性
論
の
《
意
味
》
を
肯
定
せ
ず
に
、
キ
リ
ス
ト
教

三
位
一
体
論
を
理
解
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
ひ

と
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
お
い
て
、
完
成
さ
れ
た
同
一
性
を
考
え
、
し
か
し
同
時
に

二
つ
の
本
性
の
相
違
に
お
い
て
、
神
と
イ
エ
ス
の
同
一
化
と
い
う
完
成
さ
れ
た

《
出
来
事
》
を
考
え
て
い
る
。

（
31
）　

H
. Scholz, aaO

, 11.

（
32
）　

E
bd.

（
33
）　

  B
. Spinoza, E

thica O
rdine G

eom
etorico D

em
onstrata V, prop, 17, cor., 

W
erke in 4 B

änden, hg. von K
. B

lum
e nstock, B

d. 2, 1967, 528.

（
34
）　

  M
. Luther, H

eidelberger D
isputation

（1518

）, W
A

 1, 365, 1
-15

（=
B

oA
 5, 

391, 30
-392, 12.

）.

ル
タ
ー
に
よ
る
、
愛
の
対
象
に
関
す
る
人
間
の
愛
と
神
の

愛
の
区
別
は
、
明
ら
か
に
す
で
に
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
正
統
主
義
に
と
っ
て
も

は
や
納
得
が
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
も
は
や
周
知
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
。Polanus

（Syntagm
a theologiae christianae, H

annover 1624, 

542 E
 ;

II cap. 12.

）
は
、
こ
う
定
義
し
て
い
る
。「
神
の
愛
は
、
神
の
本
質

的
特
性
あ
る
い
は
本
質
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
し
て
神
は
、
神
が
肯
定
し
望
む
者

の
中
で
大
い
に
喜
ぶ
」。Q

uenstedt

（T
heologia didacticopolem

ica sive 

system
a theologi cum

, W
ittenberg 1696, 291 ;

I cap. 8. sect. I, T
hes. 

30.

）
は
、
ま
さ
に
ル
タ
ー
に
反
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。「
神

の
愛
は
、
そ
の
中
で
神
が
ご
自
身
と
愛
す
る
対
象
を
快
く
結
び
つ
け
る
も
の
で

あ
る
」。K

. B
arth

は
こ
の
、
ま
た
同
様
の
定
義
に
反
対
し
て
こ
う
主
張
し
て

い
る
。
神
の
愛
は
「
愛
さ
れ
る
者
の
す
で
に
手
許
に
あ
る
《
適
性
》
と
《
価
値
》

を
《
考
慮
し
な
い
》
交
わ
り
の
探
究
と
創
造
で
あ
る
。
神
の
愛
は
、
…
… 

愛

さ
れ
る
者
の
、
あ
る
何
ら
か
の
愛
の
価
値
に
よ
っ
て 

…
… 

制
約
さ
れ
な
い
」。

た
し
か
に
、「
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、obiectum

 am
abile 

の
観
念
は
基
準

と
な
ら
な
い
。
…
… 

つ
ま
り
そ
れ
は
、
父
と
子
の
愛
の
関
係
、
す
な
わ
ち
『
あ

な
た
が
、
天
地
創
造
の
前
か
ら
わ
た
し
を
愛
し
て
く
だ
さ
っ
た
』（ 

ヨ
ハ
ネ

一
七
・
二
三
│
二
六
）
関
係
」
が
問
題
に
な
る
時
で
あ
る
」。
た
し
か
に
、

B
arth

が
、ル
タ
ー
のam

or D
ei 

と
い
う
平
行
す
る
規
定
を
と
り
扱
わ《
な
か
っ

た
》
こ
と
は
、
不
思
議
で
あ
る
。

（
35
）　

K
. B

arth, K
D

 II/2, 858.

  （E
berhard Jüngel, G

ott als G
eheim

nis der W
elt, M

ohr Siebeck, T
übingen, 

1977, 2010⁸, S. 409
-453.

）




