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ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
の
神
学
的
著
作
三
部
作
の
第
一
の
著

作
で
あ
る
『
神
学
研
究
』
の
調
査
に
着
手
し
、
第
二
章
を
か
な

り
詳
細
に
研
究
し
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
す
で
に
記
述
し
た

よ
う
に
、
こ
の
章
に
お
い
て
は
「
キ
リ
ス
ト
論
」
が
主
題
に
な
っ

て
い
る
。
「
キ
リ
ス
ト
論
」
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い

う
歴
史
上
の
人
物
の
、
人
格
と
働
き
、
す
こ
し
表
現
を
変
え
て

言
え
ば
、
彼
が
誰
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
事
柄
と
、
彼
が
何
を

為
し
た
か
、
と
い
う
二
方
面
の
事
柄
を
、
主
題
と
す
る
、
神
学

の
研
究
分
野
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
関
し
て
は
、

そ
の
過
去
が
問
題
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
現
在
、
す
な

わ
ち
、
彼
が
誰
で
あ
り
、
何
を
為
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点

が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
来
る
。

 
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
、
ま
さ
に
そ
の
中
心
に
置
い
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
キ
リ
ス
ト
論
」
が
、
こ
の
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
探
求
に
集
中
し
て
い
る
研
究
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

「
キ
リ
ス
ト
論
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
一
研
究
分
野
と
言

う
よ
り
も
、
そ
の
中
心
的
主
題
と
言
う
方
が
、
よ
り
妥
当
と
言

え
よ
う
。
「
キ
リ
ス
ト
論
」
の
開
始
を
、
イ
エ
ス
自
身
の
生
前

の
時
期
に
属
す
る
、
と
い
う
見
解
も
、
不
可
能
で
は
な
い
。

『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
第
八
章
二
七
節
の
記
事
に
よ
る
と
、

イ
エ
ス
は
、
弟
子
た
ち
に
対
し
て
、
「
人
々
は
、
わ
た
し
を
だ

れ
と
言
っ
て
い
る
か
」
、
と
尋
ね
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
々

の
間
に
、
こ
の
ナ
ザ
レ
出
身
の
教
師
は
、
い
っ
た
い
何
者
な
の

か
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
再
来
か
、
エ
リ
ヤ
か
、
そ
れ
と
も
、
過

去
の
預
言
者
が
再
来
し
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
憶
測
が
、
・
す

で
に
存
在
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
は
、
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そ
の
質
問
に
す
ぐ
に
続
け
て
、
直
接
的
に
弟
子
に
向
け
て
、
別

の
質
問
を
し
て
い
る
。
「
そ
れ
で
は
、
あ
な
た
が
た
は
わ
た
し

を
だ
れ
と
言
う
か
」
。
弟
子
た
ち
は
、
こ
の
主
題
に
関
し
て
、

何
か
漠
然
と
し
た
見
解
を
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
民
衆
の

中
の
、
単
な
る
一
員
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
接

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
触
を
、
イ
エ
ス
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
弟
子
と

人
々
か
ら
は
看
倣
さ
れ
て
い
た
人
々
で
あ
る
。
ペ
テ
ロ
が
、
個

人
的
に
せ
よ
、
弟
子
の
代
表
と
し
て
に
せ
よ
、
「
あ
な
た
こ
そ

キ
リ
ス
ト
で
す
」
と
答
え
る
。
福
音
書
記
者
マ
ル
コ
が
、
こ
の

出
来
事
を
、
イ
エ
ス
自
身
の
生
前
の
宣
教
期
間
中
に
、
設
定
し

て
い
る
の
が
、
は
た
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
あ

る
い
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
後
に
、
弟
子
た
ち
が
彼
に
対
す
る
信

仰
を
持
つ
に
至
っ
た
後
の
出
来
事
を
、
イ
エ
ス
の
生
前
の
出
来

事
と
し
て
、
遡
っ
て
設
定
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
考
慮
す

る
と
し
て
も
、
初
め
は
、
漠
然
と
し
た
型
に
せ
よ
、
弟
子
た
ち

が
、
自
分
た
ち
の
師
に
対
し
て
、
な
し
て
い
た
評
価
が
、
よ
り

定
式
化
さ
れ
た
告
白
の
型
を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
を
「
キ
リ
ス
ト
論
」
の
、
あ
る
い
は

ま
た
「
キ
リ
ス
ト
教
」
自
体
の
開
始
の
時
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
も
、
パ
ウ
ロ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

と
と
も
に
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
誕
生
は
、
『
イ
エ
ス
』
と
い
う
名

の
人
物
の
誕
生
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
の
弟
子
た
ち
の
一
人

が
、
彼
に
対
し
て
『
あ
な
た
こ
そ
キ
リ
ス
ト
で
す
』
と
告
白
す

る
よ
う
に
促
さ
れ
て
、
そ
の
告
白
を
始
め
て
為
し
た
時
に
起
こ
っ

た
」
。
注
（
一
）
と
い
う
よ
う
に
言
う
こ
と
も
、
可
能
と
言
え
る
わ

け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
」
・
と
い
う
用
語
は
、

イ
エ
ス
に
対
し
て
付
け
ら
れ
た
「
称
号
」
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

り
、
当
時
に
お
い
て
も
、
今
日
に
お
け
る
と
同
様
に
、
こ
の
用

語
で
意
味
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
、
一
様
で
は
な
い
。
『
マ
ル
コ

に
よ
る
福
音
書
』
に
お
い
て
、
一
般
民
衆
の
抱
い
て
い
た
、
イ

エ
ス
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
見
解
と
、
ペ
テ
ロ
の
ギ
リ
ス
ト
告

白
は
、
か
な
り
明
確
に
区
別
で
き
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
こ
の
区
別
を
、
絶
対
視
し
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
 
一
般
の
民
衆
の
抱
い
て
い
た

漠
然
と
し
た
見
解
も
、
こ
の
う
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
「
称
号
」

も
、
と
も
に
、
イ
エ
ス
自
身
も
、
弟
子
た
ち
も
、
一
般
民
衆
も

共
通
に
属
し
て
い
た
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
宗
教
的
世
界
に
お
い

て
使
用
さ
れ
て
い
た
用
語
で
あ
り
、
用
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

イ
エ
ス
と
い
う
歴
史
上
の
人
物
に
接
し
、
そ
の
人
物
を
、
自
分

た
ち
の
生
き
て
い
る
状
況
の
中
で
受
け
と
め
、
評
価
し
、
表
現

す
る
。
そ
の
際
、
彼
ら
の
表
現
手
段
と
し
て
、
使
用
で
き
る
も

の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
称
号
」
-
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
も
ち

ろ
ん
、
一
人
の
人
物
を
表
現
す
る
の
に
、
「
称
号
」
の
み
で
表

現
し
つ
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
光
、
状
況
が
変
化

一2一



す
る
に
し
た
が
っ
て
、
表
現
方
法
も
変
化
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
も
言
え
よ
う
。
こ
う
い
う
点
に
こ
そ
、
「
キ
リ
ス

ト
論
」
の
持
つ
問
題
点
が
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
我
々
が
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間

の
こ
と
ば
の
持
つ
限
界
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
人
の
人
物
を

伝
え
る
の
に
、
我
々
は
こ
と
ば
で
伝
え
る
と
い
う
以
外
に
、
伝

達
手
段
を
持
た
な
い
と
し
た
ら
、
こ
と
ば
の
持
つ
限
界
を
認
識

し
つ
つ
も
、
な
ん
と
か
伝
達
す
る
よ
う
に
最
大
限
の
努
力
を
す

る
か
、
そ
れ
と
も
、
一
人
の
人
物
の
極
一
面
の
み
し
か
伝
達
で

き
な
い
の
だ
か
ら
、
初
め
か
ら
伝
達
を
不
可
能
事
と
し
て
諦
め

る
か
、
の
い
ず
れ
か
し
か
道
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、

様
々
な
限
界
な
い
し
制
約
の
中
に
あ
っ
て
、
『
新
約
聖
書
』
の

著
者
た
ち
ま
た
、
そ
れ
に
先
立
つ
、
伝
承
の
担
い
手
た
ち
は
、

い
わ
ば
不
可
能
事
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
、
あ
え
て
一
歩
を
歩

み
出
し
た
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
、
弟

子
た
ち
の
信
仰
告
白
を
、
生
前
の
イ
エ
ス
の
自
己
理
解
と
連
続

す
る
も
の
と
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
自
身

の
自
己
理
解
と
言
っ
て
も
、
イ
エ
ス
自
身
が
、
自
己
を
ど
の
よ

う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
、
弟
子
た
ち
に
、
言
葉
と
行
為
で
示

さ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
当
然
弟
子
た
ち
も
推
測
す
る
以
外
に

な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
イ
エ
ス
自
身

の
、
史
実
と
し
て
の
言
葉
と
行
為
が
、
重
大
な
問
題
と
な
っ
て

く
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
、
聖
書
か

ら
イ
エ
ス
自
身
の
史
実
と
し
て
の
言
葉
と
行
為
を
抽
出
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
、
「
あ
な
た
こ
そ
キ
リ
ス

ト
で
す
」
と
告
白
し
た
弟
子
た
ち
、
ま
た
こ
の
弟
子
た
ち
に
続

く
、
初
代
教
会
の
人
々
、
特
に
『
新
約
聖
書
』
の
著
者
た
ち
に

よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
他
の
言
葉
や

行
為
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
弟
子
た
ち
や
初
代
教
会
の
人
々
の
選
択
し

た
解
釈
を
通
し
て
、
イ
エ
ス
自
身
に
近
づ
風
し
か
方
法
は
な
い

わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
上
、
直
接
に
史
実
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
可
能
性
の
高
い
イ
エ
ス
の
数
少
な
い
言
葉
や
行
為
は
、

教
会
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
『
新
約
聖
書
』
特
に
『
福
音
書
』

の
中
に
書
き
留
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、
イ
エ
ス
が
語
っ
た
り
行
動
し
た
り
し
た
特
定
の

文
脈
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

イ
エ
ス
の
こ
の
言
葉
あ
の
言
葉
が
語
ら
れ
た
状
況
の
文
脈
な
し

に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
で
あ
っ
て
、
本
当
の
意
味
で
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
、
イ
エ
ス
自
身

の
自
己
理
解
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 
こ
の
よ
う
な
困
難
な
問
題
、
し
か
も
「
キ
リ
ス
ト
論
」
と
い

う
神
学
の
中
心
的
主
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
次
に
引
用
す
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る
、
現
代
オ
ラ
ン
ダ
の
神
学
者
E
・
ス
ヒ
レ
ベ
ー
ク
（
臣
≦
鉾
μ

。。

B
匡
｝
一
①
ぴ
①
①
艮
×
）
の
指
摘
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
の
神
学

を
調
査
す
る
に
際
し
て
も
、
ま
こ
と
に
示
唆
に
富
む
も
の
と
い

え
よ
う
。
注
（
二
）

 
「
一
人
の
人
は
広
い
領
域
の
焦
点
と
な
る
。
従
っ
て
『
ナ
ザ

レ
の
イ
エ
ス
は
誰
な
の
か
？
』
と
い
う
問
い
は
、
彼
以
前
と
以

後
の
歴
史
上
の
出
来
事
と
の
係
わ
り
な
く
提
起
さ
れ
得
な
い
。

ど
ん
な
人
も
、
㈲
彼
を
取
り
巻
い
て
い
た
、
す
な
わ
ち
、
彼
の

支
え
と
な
り
、
ま
た
彼
が
直
面
し
彼
に
批
判
的
な
反
応
を
起
こ

さ
せ
た
出
来
事
の
過
程
と
無
関
係
に
、
㈲
彼
の
周
囲
の
人
々
、

す
な
わ
ち
、
彼
か
ら
受
け
取
っ
て
逆
に
彼
に
影
響
を
与
え
、
独

自
の
反
応
を
起
こ
さ
せ
た
同
時
代
の
人
々
と
の
係
わ
り
と
無
関

係
に
、
㈲
後
の
歴
史
に
彼
が
及
ぼ
し
た
影
響
あ
る
い
は
彼
自
身

の
直
接
行
動
に
よ
っ
て
彼
が
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
も
の
と
無
関
係
に
は
理
解
で
き
な
い
。
換
言
す
る
と
、
一
人

の
人
聞
は
、
過
去
、
未
来
、
そ
し
て
他
で
も
な
い
そ
の
人
の
現

在
と
の
連
続
的
相
互
関
係
の
中
心
な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
こ
と
は
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て
も
全
く
同
様
に
適
用
で
き

る
。
そ
れ
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
類
…
の
キ
リ
ス
ト
論
あ
る
い
は
イ
エ

ス
に
関
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
の
出
発
点
が
、
単
な
る
ナ
ザ

レ
の
イ
エ
ス
で
は
な
い
こ
と
、
ま
し
て
教
会
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
ま

た
は
信
経
で
は
な
い
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
出
発
点
は
む
し
ろ
、

イ
エ
ス
自
身
が
、
こ
の
一
世
紀
の
最
初
に
始
め
た
運
動
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
正
当
な
出
発
点
は
歴
史
上

の
事
実
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
福
音
が
示
す
よ
う
に
、
一
人
の

人
イ
エ
ス
が
、
一
握
り
の
人
々
の
人
生
に
と
っ
て
何
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
換
言
す

る
と
、
出
発
点
は
、
イ
エ
ス
自
身
と
彼
の
言
行
の
反
映
と
し
て

の
、
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
救
い
の

提
供
に
対
し
、
一
部
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
無
条
件
に
そ
れ
を
受
け
入

れ
た
。
そ
の
提
供
の
内
容
が
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
新
約
聖
書
に
記
録
さ
れ
た
反
応
と
他
の
証
し
に
よ
っ

て
、
た
だ
間
接
的
に
推
論
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
初
期
の
キ
リ

ス
ト
教
共
同
体
の
キ
リ
ス
ト
論
的
応
答
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
通

し
て
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
、
『
信
仰
と
い
う
言
葉
』

を
通
し
て
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し

な
が
ら
も
、
信
仰
を
喚
起
さ
せ
た
現
実
の
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
、

具
体
的
歴
史
的
実
存
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

 
や
や
長
い
が
全
文
を
引
用
し
た
。
こ
の
神
学
者
も
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
『
新
約
聖
書
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、
イ
エ
ス
の

言
葉
や
行
為
は
、
そ
れ
が
た
と
え
、
弟
子
た
ち
の
信
仰
と
い
う

プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
イ
エ
ス
自
身

-
の
自
己
理
解
の
反
映
と
し
て
、
批
判
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ

り
、
イ
エ
ス
自
身
に
近
づ
く
た
め
の
、
有
力
な
材
料
を
提
供
し
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て
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
第
一
章
人
の
子

 
す
で
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
一
一
一
の
著
作
に
よ
っ

て
、
「
人
の
子
」
と
い
う
「
称
号
」
に
関
し
て
調
査
し
て
来
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
こ
の
「
人
の
子
」

に
関
す
る
問
題
を
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
「
人
の
子
」
と
い
う
の
は
、
第
一
に
「
称
号
」
で
あ
る
の
か

ど
う
か
、
と
い
う
点
か
ら
す
で
に
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
イ
エ

ス
自
身
、
こ
の
用
語
を
自
分
自
身
を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
し

た
の
か
、
そ
れ
と
も
イ
エ
ス
は
、
自
分
以
外
の
何
者
か
、
自
分

の
後
に
来
て
、
新
し
い
時
代
を
開
く
働
き
を
す
る
と
、
イ
エ
ス

自
身
期
待
し
て
い
た
何
者
か
を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
し
た
の

だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
人
の
子
」
と
い
う

用
語
は
、
イ
，
エ
ス
自
身
の
口
か
ら
出
た
表
現
な
の
か
、
そ
れ
と

も
、
後
の
教
団
が
、
生
前
の
イ
エ
ス
の
発
言
と
し
て
、
遡
っ
て
、

イ
エ
ス
自
身
に
語
ら
せ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
先
述
の
ス

ヒ
レ
ベ
ー
ク
の
指
摘
の
よ
う
に
、
後
の
教
団
の
手
に
よ
る
、

『
新
約
聖
書
』
に
よ
っ
て
し
か
、
イ
エ
ス
自
身
に
近
づ
く
こ
と

は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
り
、
た
と
え
、
後
の
教
団
が
生
前
の
イ

エ
ス
の
発
言
と
し
て
、
湖
っ
て
イ
エ
ス
自
身
に
語
ら
せ
て
い
る

と
し
て
も
、
生
前
の
イ
エ
ス
自
身
に
語
ら
せ
る
だ
け
の
根
拠
が

あ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
イ
エ
ス
自
身
の
自
己
理
解
を
解

明
す
る
、
有
力
な
手
掛
か
り
と
な
る
こ
と
は
否
定
す
る
必
要
は

な
か
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
が
、
イ
エ
ス
自
身
の
自

己
理
解
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
時
、
す
な
わ
ち
、
現
今
の
問
題

と
し
て
は
、
彼
の
『
神
学
研
究
』
の
第
二
章
を
記
述
す
る
際
、

彼
が
、
特
に
「
神
の
子
」
と
「
人
の
子
」
と
い
う
、
二
つ
の

「
称
号
」
を
手
掛
か
り
と
す
る
の
は
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る

も
の
な
の
か
、
一
つ
は
、
今
も
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
自
身

の
口
を
通
し
て
発
言
さ
せ
る
だ
け
の
根
拠
を
、
後
の
教
団
が
、

生
前
の
イ
エ
ス
自
身
の
存
在
に
見
出
し
た
結
果
が
、
「
人
の
子
」

発
言
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
「
神
の
子
」

の
場
合
は
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
調

査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
高
邑
が
、
こ
の

「
神
の
子
」
と
い
う
「
称
号
」
を
扱
う
際
に
は
、
イ
エ
ス
自
身

が
、
自
己
を
「
神
の
子
」
と
呼
ぶ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
神

を
「
父
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
父
」
の
「
子
」

と
し
て
の
意
味
で
、
自
己
を
「
子
」
と
呼
ん
で
い
る
点
に
注
目

し
、
こ
こ
に
、
イ
エ
ス
自
身
の
「
神
の
子
」
と
し
て
の
自
己
理

解
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

「
子
」
と
い
う
用
語
も
「
人
の
子
」
と
い
う
用
語
も
、
『
新
約
聖
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書
』
の
中
で
は
、
『
福
音
書
』
に
お
い
て
の
使
用
例
が
、
圧
倒

的
に
多
く
、
し
か
も
イ
エ
ス
自
身
の
発
言
の
中
に
使
用
さ
れ
て

い
る
の
が
、
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
も
よ
い
程
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
デ
ニ
ー
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
客
観
的
事
実
に
着
目
し
、

こ
の
「
子
」
と
「
人
の
子
」
と
い
う
二
つ
の
用
語
を
、
直
接
に

生
前
の
イ
エ
ス
に
遡
り
う
る
可
能
性
の
あ
る
言
葉
く
①
昌
p
甘
ω
一
の

ω
冒
p
と
し
て
想
定
し
、
そ
こ
に
イ
エ
ス
自
身
の
自
己
理
解
解

明
の
手
掛
か
り
を
見
出
そ
う
と
企
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
い

う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
！

に
よ
る
と
、
「
人
の
子
」
は
、
イ
エ
ス
自
身
に
と
っ
て
は
、
自

分
以
外
の
何
者
か
を
指
す
用
語
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
指
す

用
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
、
と
い
う
理
解
が
前
提
と
な
っ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
「
人
の

子
」
と
い
う
「
称
号
」
は
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
、

そ
う
単
純
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
の
説
に
賛
成
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
E
・
ス
ヒ
レ
ベ
ー
ク
も
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
イ
エ
ス
自
身
に
せ
よ
、
弟
子
た
ち
に
せ
よ
、

ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
宗
教
的
世
界
に
生
き
た
人
々
で
あ
る
か
ら
に

は
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
枠
内
に
あ
っ
て
発
言
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
人
の
子
」
と
い
う
「
称
号
」
が
、

『
福
音
書
』
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
自
身
の
口
か
ら
食
せ
ら
れ
た

時
に
は
、
当
時
の
人
々
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た

か
、
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ば
「
人
の
子
」
の
前
史

と
い
う
点
を
、
考
慮
し
-
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
，

こ
れ
は
『
新
約
聖
書
』
全
体
に
対
し
て
も
言
い
得
る
こ
と
だ
が
、

た
と
え
ユ
ダ
ヤ
教
の
枠
内
に
あ
っ
て
発
言
し
て
い
る
と
し
て
も
、

一
旦
イ
エ
ス
の
口
な
り
、
弟
子
の
口
を
通
し
て
発
言
さ
れ
る
と
、

す
で
に
そ
の
時
点
か
ら
、
こ
の
枠
を
超
え
出
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
し
、
イ
エ
ス
に
せ
よ
弟
子
た
ち
に
せ
よ
、
こ
の

枠
を
超
え
出
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、
当
時
の
ユ
ダ

ヤ
教
徒
た
ち
、
別
の
表
現
で
言
え
ば
、
ご
く
少
数
の
例
外
的
存

在
で
あ
る
、
イ
エ
ス
の
得
り
に
集
ま
っ
た
人
々
以
外
の
、
大
多

数
の
一
般
民
衆
も
含
め
た
人
々
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
も
弟
子
た

ち
も
拒
否
さ
れ
た
こ
と
の
理
由
が
説
明
が
つ
か
な
い
。
す
な
わ

ち
、
『
新
約
聖
書
』
は
、
イ
エ
ス
と
い
う
一
人
の
歴
史
的
存
在

に
お
い
て
、
『
旧
約
聖
書
』
を
継
承
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
超

え
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
問
題
と

な
っ
て
い
る
「
人
の
子
」
と
い
う
「
称
号
」
に
対
し
て
も
言
い

得
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
は
、
特
に
『
ダ
ニ

エ
ル
書
』
に
お
け
る
「
人
の
子
」
の
用
法
に
集
中
し
て
、
自
ら

の
主
張
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
我
々
と
し
て
は
、
も
う

少
し
丁
寧
に
「
人
の
子
」
と
い
う
「
称
号
」
の
前
史
を
見
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

 
ま
ず
出
発
点
と
し
て
、
多
数
の
学
者
が
一
致
し
て
い
て
、
し

一6一



か
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
理
解
は
、
こ
の
「
人
の
子
」
は
、

ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
べ
ン
・
ア
ダ
ム
、
ア
ラ
ム
語
で
は
バ
ル
・
ナ

シ
ァ
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
「
人
事
」
を
意
味
す
る
時
の

迂
言
的
な
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例
と
し
て
、
『
詩
篇
』
第
八
篇
四
節
を
引
用
す
る
と
、
「
人
は
何

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

者
な
の
で
、
こ
れ
を
み
心
に
と
め
ら
れ
る
の
で
す
か
、
人
の
子

は
何
者
な
の
で
、
こ
れ
を
顧
み
ら
れ
る
の
で
す
か
」
、
と
い
う

表
現
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
「
人
」
と
「
入
の
子
」
が

対
句
法
に
よ
っ
て
、
同
義
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
両
者

と
も
、
「
人
間
」
と
い
う
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、

い
わ
ば
日
常
的
用
法
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
イ
エ
ス
が
「
人
の

子
」
を
使
用
し
た
の
は
、
「
理
想
的
人
間
」
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
と
す
る
よ
う
な
、
近
代
の
著
作
家
た
ち
に
見
ら
れ
る
説
は
、

こ
の
日
常
的
用
法
に
注
目
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
は
、
こ
の
説
は
退
け
て

い
る
。
『
旧
約
聖
書
』
で
、
「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
が
使
用
さ

れ
て
い
る
、
特
定
の
個
所
に
今
ま
で
多
く
の
注
目
を
集
め
て
来

て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
も
採
り
上
げ
て

い
る
、
『
ダ
ニ
エ
ル
書
』
の
中
の
、
ダ
ニ
エ
ル
が
見
た
と
い
わ

．
れ
る
幻
の
個
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。
「
見
よ
、
人
の
子
の
よ
う
な
者
が
、
天
の
雲
に
乗
っ
て

き
て
、
日
の
老
い
た
る
者
の
も
と
に
来
る
と
、
そ
の
前
に
導
か

れ
た
。
彼
に
主
権
と
光
栄
と
国
と
を
賜
い
、
諸
語
、
叢
雲
、
諸

国
語
の
者
を
彼
に
仕
え
さ
せ
た
。
そ
の
主
権
は
永
遠
の
主
権
で

あ
っ
て
、
な
く
な
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
国
は
滅
び
る
こ
と
が

な
い
」
（
『
ダ
ニ
エ
ル
書
』
七
・
＝
ニ
ー
一
四
）
。
よ
く
な
さ
れ

て
い
る
主
張
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
個
所
で
、
「
人
の
子
」
は
、
黙
示
文
学
的
表
象
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
人
物
は
、
新
し
い
時
代
、
新
し
い
世
界

を
も
た
ら
し
、
彼
自
身
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
、
君
臨
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
個
所
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
来
た
る
べ
き
高
射
の
預
言
を
読
み
取
ろ
う
、
と
い
う
こ
と

ま
で
企
て
る
者
も
あ
る
が
、
か
な
り
無
理
が
あ
ろ
う
。
『
ダ
ニ

エ
ル
書
』
自
体
の
「
人
の
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は

り
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
の
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
の

子
は
、
新
し
い
、
全
世
界
的
な
、
永
遠
の
統
治
、
王
国
に
お
け

る
、
主
権
者
で
あ
り
、
彼
の
王
国
に
お
い
て
は
、
真
に
人
間
的

な
事
柄
の
み
が
支
配
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
暗
に
示

そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
」
、
イ
エ
ス
の
ロ
を
通
じ
て
発
言
さ
れ

た
時
に
、
イ
エ
ス
の
言
葉
と
行
為
に
お
い
て
、
今
こ
こ
で
新
し

い
時
代
、
す
な
わ
ち
「
神
の
国
」
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

イ
エ
ス
の
自
己
理
解
と
し
て
は
、
「
人
の
子
」
で
あ
る
自
己
に

お
い
て
、
自
己
を
通
し
て
、
神
の
王
的
支
配
が
開
始
さ
れ
た
こ

と
を
宣
言
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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「
人
の
子
」
が
、
イ
エ
ス
の
時
代
に
は
、
一
般
的
に
「
人
間
」

を
示
す
用
語
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、

イ
エ
ス
が
、
こ
の
「
人
の
子
」
を
自
ら
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
真
に
人
間
的
な
支
配
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
い
う
状
態
で

あ
る
の
か
を
、
自
ら
の
言
葉
と
行
為
で
示
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
注
（
三
）

 
「
こ
の
人
の
子
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
姿
に
お
い
て
、
支
配
権

と
い
う
事
柄
に
対
す
る
、
一
般
的
な
考
え
方
を
、
真
実
で
、
永

遠
に
わ
た
っ
て
適
応
さ
れ
る
べ
き
考
え
方
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、

根
元
か
ら
、
問
い
な
お
す
と
い
う
こ
と
が
、
イ
エ
ス
の
職
務
の

中
で
も
、
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
彼
は
野
望
を
抱
い
て

い
た
弟
子
た
ち
に
対
し
て
こ
う
語
っ
た
。
『
君
た
ち
が
知
っ
て
，

い
る
よ
う
に
、
国
を
支
配
す
る
者
と
人
々
か
ら
見
倣
さ
れ
て
い

る
者
た
ち
は
、
た
だ
そ
の
よ
う
に
見
倣
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ

け
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
が
行
使
し
て
い
る
の
は
、

真
の
支
配
権
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
国
を
支
配
す
る
者
と
人
々

か
ら
見
倣
さ
れ
て
い
る
者
だ
ち
は
、
人
々
の
上
に
君
臨
し
て
お

り
、
そ
の
中
の
偉
大
な
者
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
干
た
ち
も
、
．
人
々

を
、
好
き
か
っ
て
に
扱
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
君

た
ち
の
間
で
は
、
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
れ
で
も
、
偉

大
で
あ
り
た
い
、
す
な
わ
ち
支
配
者
と
な
り
た
い
と
思
う
も
の

は
、
君
た
ち
の
間
で
は
、
君
た
ち
の
召
使
い
と
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
君
た
ち
の
問
で
、
第
一
の
者
と
な
り
た
い
、
す
な

わ
ち
、
実
際
の
主
権
者
と
な
り
た
い
と
思
う
も
の
は
、
君
た
ち

の
奴
隷
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
な
ぜ
な
ら
ば
、
・
『
入
の

子
』
す
な
わ
ち
、
永
遠
の
世
界
的
支
配
の
主
導
者
で
あ
り
ま
た

創
設
者
で
あ
る
、
そ
し
て
、
そ
の
者
に
お
い
て
、
真
の
人
間
性

が
支
配
権
を
確
立
す
る
、
そ
の
『
人
の
子
』
が
来
た
の
も
、
仕

え
ら
れ
る
た
め
で
は
な
く
、
仕
え
る
た
め
に
、
そ
し
て
自
ら
の

生
命
を
、
多
く
の
者
の
た
め
の
犠
牲
と
し
て
与
え
る
た
め
で
あ

る
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
『
人
の
子
」
と
い
う
名
称
が
表

現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
単
に
我
々
と
の
近
さ
、
人
間
の

兄
弟
と
し
て
の
優
し
さ
と
共
感
だ
け
で
は
な
く
、
我
々
人
類
の

唯
一
の
真
実
の
王
と
し
て
の
、
必
須
の
徴
で
あ
り
属
性
で
あ
る
、

近
さ
、
兄
弟
と
し
て
の
優
し
さ
、
共
感
、
さ
ら
に
奉
仕
の
生
活
、

犠
牲
と
し
て
の
死
で
あ
る
。
暴
力
と
利
己
主
義
に
充
ち
た
、
獣

の
王
国
は
過
ぎ
去
り
、
神
の
国
が
来
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、

支
配
権
は
、
イ
エ
ス
の
精
神
に
お
い
て
実
行
さ
れ
、
国
民
を
、

真
の
人
間
的
性
質
に
お
い
て
奮
い
た
た
せ
る
」
。

 
「
人
の
子
」
と
「
神
の
子
」
と
い
う
両
称
号
は
、
あ
る
意
味

に
お
い
て
、
た
が
い
に
一
致
す
る
点
が
あ
る
。
「
神
の
子
」
は
、

神
と
の
特
別
な
関
係
を
示
す
の
に
役
立
ち
、
「
人
の
子
」
は
、

我
々
人
類
と
の
特
別
な
関
係
を
示
す
の
に
役
立
つ
。
我
々
は
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「
人
の
子
」
で
あ
り
、
ま
た
「
神
の
子
」
の
一
員
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
は
、
唯
一
の
「
人
の
子
」
で
あ

る
と
同
時
に
、
唯
一
の
「
神
の
子
」
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

が
、
イ
エ
ス
自
身
に
せ
よ
、
後
の
教
会
の
解
釈
に
せ
よ
、
イ
エ

ス
の
自
己
理
解
と
し
て
、
『
福
音
書
』
に
は
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
神
の
子
」
は
、
神
と
の
完
全
な
一
致
を
示
し
、
「
人
の
子
」
は

我
々
人
類
と
の
完
全
な
一
致
を
示
す
、
と
い
う
よ
う
に
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
デ
ニ
ー
は
理
解
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
「
神
の
子
」
と

の
関
連
で
、
「
人
の
子
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て

い
る
。
注
（
四
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「
キ
リ
ス
ト
が
、
自
己
を
神
の
子
と
呼
ぶ
時
、
彼
は
、
神
に

対
し
て
、
ま
た
神
の
世
界
に
お
け
る
働
き
に
と
っ
て
、
他
の
い

か
な
る
存
在
も
、
な
し
得
ず
あ
り
え
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
が
自
己
を
人
の
子
と
呼
ぶ
時
、

彼
は
、
我
々
人
類
に
対
し
て
、
ま
た
、
我
々
人
類
の
希
望
に
と
っ

て
、
他
の
い
か
な
る
存
在
も
、
な
し
得
ず
あ
り
え
な
い
関
係
に

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
は
、
我
々
の
実
際
の
生
活
に

 
 
 
 
 
 
く
み

お
い
て
、
我
々
に
与
す
る
。
彼
は
、
我
々
の
も
の
を
す
べ
て
、

そ
れ
が
苦
難
で
あ
れ
、
病
で
あ
れ
、
恥
で
あ
れ
、
負
い
目
で
あ

れ
、
罪
と
死
で
あ
れ
、
す
べ
て
、
自
身
の
も
の
と
し
て
ひ
き
う

け
、
ま
た
、
自
ら
の
問
題
と
し
て
、
感
じ
と
る
。
し
か
し
、
、
．
彼

は
、
そ
れ
と
同
時
に
、
我
々
打
ち
ひ
し
が
れ
た
仲
間
に
対
し
て
、

勝
利
を
も
た
ら
す
者
、
我
々
を
打
ち
負
か
す
、
す
べ
て
の
も
の

を
、
打
ち
負
か
す
こ
と
の
で
き
る
、
主
権
者
で
あ
り
、
彼
自
身

の
大
勝
利
に
、
我
々
を
参
与
さ
せ
る
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の

ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
が
我
々
人
類
の
た
め
に
為
す
こ
と
、
特
に

解
放
と
救
済
に
お
い
て
、
こ
の
人
の
子
と
い
う
称
号
が
関
連
づ

け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
」
。

 
こ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
解
放
と
救
済
と
の
関
連
で
、
「
人
の

子
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
！

は
、
四
つ
の
聖
句
を
引
用
し
て
い
る
。
注
（
五
）
「
人
の
子
が
来
た

の
は
、
失
わ
れ
た
も
の
を
捜
し
求
め
て
救
う
た
め
で
あ
る
」
。

「
人
の
子
が
来
た
の
は
、
仕
え
ら
れ
る
た
め
で
は
な
く
、
仕
え

る
た
め
で
あ
り
、
自
ら
の
生
命
を
多
く
の
人
の
た
め
の
犠
牲
と

し
て
与
え
る
た
め
で
あ
る
」
。
「
人
の
子
は
、
安
息
日
の
主
で
あ

る
」
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
の
実
行
方
法
は
、
人
類
に
と
っ

て
恵
み
と
な
り
、
重
荷
と
な
ら
な
い
よ
う
に
見
倣
す
権
利
が
、

自
分
に
は
あ
る
。
「
人
の
子
は
、
地
上
で
罪
を
赦
す
権
威
が
あ

る
」
。
し
た
が
っ
て
、
良
心
の
重
荷
を
と
き
放
ち
、
奴
隷
状
態

に
あ
る
意
志
を
自
由
に
し
、
身
体
に
不
自
由
が
あ
る
者
を
、
再

度
自
由
な
人
間
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
「
人
の
子
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
、
イ
エ
ス
自
身
の
自
己
理

解
は
、
し
た
が
っ
て
、
我
々
人
類
と
の
連
帯
を
示
す
と
と
も
に
、

我
々
に
対
す
る
、
解
放
と
救
済
の
主
権
者
と
し
て
の
自
己
の
表
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ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
の
生
涯
と
神
学
（
六
）

明
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
理
解
か
ら
は
、

当
然
の
帰
結
と
し
て
、
「
人
の
子
」
を
、
自
分
以
外
の
存
在
と

し
て
理
解
す
る
余
地
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

デ
ニ
ー
の
主
張
に
よ
る
と
、
イ
エ
ス
が
「
人
の
子
」
と
呼
ぶ
時
、

そ
れ
は
、
自
分
自
身
を
指
し
示
す
の
で
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
以
外

の
存
在
を
指
し
示
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
我
々
と
し
て

は
、
イ
エ
ス
自
身
の
内
面
を
伺
う
術
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
、
後
の
教
会
は
、
こ
の
「
人
の
子
」
と
い
う
称
号
で
、

イ
エ
ス
自
身
の
こ
と
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
り
、
他
の
存
在

の
こ
と
と
理
解
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
言
え

よ
う
。

 
第
二
章
 
イ
エ
ス
の
無
罪
性

 
「
人
の
子
」
に
お
い
て
、
我
々
が
調
査
し
た
こ
と
か
ら
言
え

る
の
は
、
イ
エ
ス
が
、
全
て
の
点
に
お
い
て
、
我
々
の
存
在
の

あ
り
方
を
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
ひ
き
う
け
た
、
と
い
う
理
解

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ

の
徹
頭
徹
尾
我
々
と
運
命
を
共
に
し
、
我
々
に
共
感
し
つ
つ
も
、

イ
エ
ス
と
我
々
人
類
の
間
に
は
、
け
っ
し
て
超
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
、
隔
た
り
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
隔

た
り
を
、
イ
エ
ス
の
方
か
ら
、
我
々
の
側
に
向
っ
て
、
超
え
て

来
た
、
と
い
う
の
が
『
福
音
書
」
の
主
張
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
や
は
り
、
イ
エ
ス
自
身
、
こ
の
大
き
な
隔
た
り
を
自
覚
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
『
福
音
書
』
の
あ
ち
・
ヴ
こ
ち
ら
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
イ
エ
ス
以
前
の
神
か
ら
の
使
者
は
、
下

僕
に
す
ぎ
な
い
が
、
彼
自
身
は
、
神
の
愛
す
る
独
り
子
で
あ
る
。

他
の
人
々
は
、
道
に
迷
っ
た
羊
た
ち
に
す
ぎ
な
い
が
、
彼
は
羊

た
ち
の
た
め
に
生
命
を
賭
け
る
良
き
羊
飼
い
で
あ
る
。
他
の
人
々

は
病
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
者
、
彼
は
癒
し
の
た
め
に
や
っ
て
来

た
医
者
で
あ
る
。
他
の
人
々
は
、
罪
の
重
荷
に
耐
え
か
ね
て
い

る
存
在
で
あ
り
、
彼
は
、
自
ら
の
血
を
犠
牲
と
し
て
昼
げ
、
罪

を
取
り
の
ぞ
く
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

を
、
後
の
教
会
は
、
「
イ
エ
ス
の
無
罪
性
」
と
い
う
よ
う
に
表

現
し
た
。
他
の
全
て
の
点
で
、
我
々
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
イ

エ
ス
が
、
唯
一
我
々
と
異
な
る
点
、
彼
は
我
々
の
よ
う
な
「
罪

人
」
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
主
張
、
こ
の
イ
エ
ス
と
我
々
と

の
隔
た
り
を
、
た
し
か
に
、
『
新
約
聖
書
』
以
後
の
教
会
は
、

根
元
的
要
素
の
一
つ
と
し
て
理
解
し
て
来
た
。
し
か
し
、
は
た

し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
イ
エ
ス
自
身
の
自
己
理
解
に
遡
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ

品
玉
が
次
に
採
り
上
げ
る
、
「
キ
リ
ス
ト
論
」
の
重
要
な
一
問

題
で
あ
る
。

 
こ
の
イ
エ
ス
の
「
無
罪
性
」
に
対
し
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ

ニ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
注
（
六
）
「
こ
の
事
、
す
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な
わ
ち
、
イ
エ
ス
の
無
罪
性
と
い
う
事
柄
は
、
彼
の
性
質
の
完

全
性
と
、
彼
の
持
つ
共
感
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
エ
ス
と
他

の
す
べ
て
の
者
の
間
に
存
在
す
る
、
区
別
を
主
張
す
る
。
彼
は
、

た
だ
一
つ
の
点
で
、
我
々
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
点
で
我
々
と

は
違
っ
て
い
た
。
彼
は
、
罪
人
で
は
な
か
っ
た
。
彼
が
罪
人
で

な
い
と
い
う
の
は
、
彼
の
自
己
意
識
の
一
部
で
あ
っ
た
。
彼
が

他
者
に
対
し
て
問
責
す
る
時
、
い
や
む
し
ろ
、
彼
を
問
責
で
き

る
な
ら
し
て
み
う
と
他
者
に
い
ど
む
時
、
自
分
自
身
を
罪
あ
り

と
認
め
て
い
る
と
し
た
ら
、
彼
は
何
と
不
誠
実
で
あ
っ
た
こ
と

か
。
…
…
こ
の
罪
人
た
ち
と
の
隔
た
り
、
と
い
う
事
柄
は
、
些

細
な
事
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
重
大
な
斜
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

こ
そ
が
、
三
筆
の
前
提
条
件
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
性
質

な
く
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
、
救
済
者
と
し
て
の
資
格
が
与
え
ら

れ
な
い
。
も
し
こ
の
性
質
が
な
け
れ
ば
、
我
々
と
同
様
救
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
教
義
以
上
に
、

護
教
論
的
興
味
と
価
値
を
持
っ
た
教
義
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と

言
え
よ
う
。
一
旦
心
の
中
に
、
そ
し
て
開
か
れ
た
偏
見
の
な
い

心
の
持
主
な
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
性
質
め
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
イ
エ
ス
が
、
自
身
の
自
己
理
解
に
お
い
て
、
人
々
の
中
で
孤

立
し
て
存
在
し
て
お
り
、
自
分
一
人
、
全
世
界
を
覆
っ
て
い
る

病
に
犯
さ
れ
ず
、
自
分
一
人
、
良
心
の
重
荷
に
打
ち
ひ
し
が
れ

ず
、
自
分
一
人
、
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
の
強
い
意
志
を
具
え
て

い
る
と
い
う
印
象
が
築
き
上
げ
ら
れ
る
と
、
完
全
な
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
へ
の
、
偉
大
な
第
一
歩
が
、
踏
み
出
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
精
神
の
奇
跡
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
人
間
の
生
涯

と
歴
史
の
進
路
に
対
し
て
の
、
新
し
い
開
始
が
告
げ
ら
れ
た
こ

と
に
な
る
」
。

 
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
も
ち
ろ
ん
、

『
福
音
書
』
に
描
か
れ
た
、
イ
．
エ
ス
の
姿
か
ら
受
け
る
、
「
印
象
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
イ
エ
ス
自
身
の
自
己
理
解
に
遡
る
と
言

い
得
る
か
、
と
い
う
点
で
は
、
た
し
か
に
疑
問
な
点
も
無
い
と

は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
、
弟
子
た
ち
、
ま
た
後

の
教
会
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
贈
罪
者
、
救
済
者
と
し
て
の
イ

エ
ス
に
と
っ
て
の
、
大
前
提
と
も
言
え
る
事
柄
で
あ
る
。
罪
人

が
罪
人
を
裁
い
た
り
、
ま
し
て
や
罪
人
を
赦
し
た
り
で
き
る
の

か
、
と
い
う
「
キ
リ
ス
ト
論
」
が
そ
も
そ
も
成
立
し
う
る
か
ど

う
か
の
根
本
的
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
自
身
、

罪
の
赦
し
を
宣
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
、
お
そ
ら
く
、

こ
の
点
に
お
い
て
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
当
局
の
大
反
嬢
を
買
っ

た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
や
は
り
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
の
・

主
張
す
る
よ
う
に
、
イ
エ
ス
自
身
の
自
己
理
解
に
お
い
て
、
自

ら
の
「
無
罪
性
」
と
言
い
得
る
概
念
が
存
在
し
て
い
た
と
、
推

測
す
る
こ
と
も
可
能
と
い
え
よ
う
。

 
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
は
『
神
学
研
究
』
の
第
二
章
に
お
い
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て
、
イ
エ
ス
自
身
の
自
己
理
解
と
し
て
の
「
キ
リ
ス
ト
論
」
を

扱
い
な
が
ら
、
「
審
判
者
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
を
記
述
す
る
こ

と
に
よ
り
、
こ
の
章
を
終
え
、
第
三
章
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の

自
己
理
解
を
受
容
し
つ
つ
、
後
の
教
会
、
特
に
伝
承
の
担
い
手

た
ち
が
、
自
ら
の
「
キ
リ
ス
ト
論
」
を
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ

せ
て
い
っ
た
か
の
記
述
に
進
む
。
こ
の
イ
エ
ス
の
自
己
理
解
の

最
後
の
問
題
と
し
て
の
、
「
審
判
者
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
性

格
と
、
後
の
教
会
の
「
キ
リ
ス
ト
論
」
に
関
し
て
は
、
紙
面
の

制
約
上
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
以
下
次
号
に
続
く
）

注
（
一
）
目
匠
。
互
℃
・
ω
《
珍
Φ
日
p
げ
8
円
プ
①
9
0
σ
q
ざ
く
。
冨
”
勺
Φ
刈

 
（
二
）
E
ス
ヒ
レ
ベ
ー
ク
著
『
イ
エ
ス
』
第
一
巻
 
三
八
頁
。

 
（
三
）
u
①
巨
・
ざ
9
ω
け
隻
①
ω
ヨ
、
爵
巴
・
σ
・
賓
』
・
民
・
p

 
 
 
お
O
《
田
『

 
（
四
）
8
5
こ
℃
c
。
⑩

 
（
五
）
H
ぴ
己
こ
℃
。
。
⑩

 
（
六
）
H
ぴ
一
動
こ
 
勺
心
O
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