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（
袁
）
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史

過
去
二
百
年
以
上
も
の
間
、
学
者
た
ち
は
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
探
究
に
忙
し
く
し
て
き
た
。
初

期
の
教
会
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
主
要
な
運
動
は
何
で
あ
っ
た
か
。
百
年
の
間
に
小
さ
な
ユ
ダ
ヤ
教
の
分
派

か
ら
ロ
ー
マ
帝
国
全
体
に
拡
が
っ
た
大
き
く
ゆ
る
く
編
み
合
わ
さ
れ
た
多
文
化
の
集
団
に
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か漓
。
本
書

の
第
四
部
で
、
こ
の
領
域
全
体
を
私
た
ち
は
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
概
観
を
こ
こ
で
先
取
り
す
る
必
要
は
な
い
。
既
に

見
て
き
た
通
り
に
、
こ
の
歴
史
的
研
究
に
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
も
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

初
期
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
は
、
お
よ
そ
紀
元
三
○
年
か
ら
一
三
○
年
の
間
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
告
白
し
た
キ
リ
ス
ト
者
た
ち

の
世
界
観
と
信
仰
体
系
の
歴
史
的
描
写
の
こ
と
で
あ
る滷
。
私
た
ち
が
求
め
て
い
る
も
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
い
他
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に
何
も
な
い
と
し
て
も
、
明
ら
か
に
専
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
新
約
聖
書
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
新
約
聖
書
の
記
者
た

ち
は
、
こ
の
種
の
情
報
を
読
者
に
提
供
し
よ
う
と
は
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
し
、
時
に
は
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
体
系
の
特

定
の
タ
イ
プ
と
闘
っ
て
い
る
の
で
、
行
間
を
大
い
に
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
を
復
元
す
る
こ
と

に
は
、
現
存
し
て
い
な
い
著
述
（
も
し
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
な
ら
ば
）
の
様
々
な
神
学
の
復
元
を
も
含
む
も
の
に
な
ろ

う
。
こ
の
種
の
行
間
を
読
み
、
復
元
を
行
な
う
こ
と
は
歴
史
家
た
ち
が
し
ば
し
ば
行
な
う
こ
と
な
の
で
、
十
分
に
公
平
な
こ
と

で
あ
り
、
原
理
的
に
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
実
際
非
常
に
多
く
の
時
間
と
労
力
と
が
、
こ
こ
数
十
年
の
間
こ
の
こ
と

に
注
が
れ
て
き
た澆
。

こ
の
よ
う
な
課
題
の
大
き
な
利
点
は
、
公
の
働
き
と
し
て
非
常
に
明
ら
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

す
べ
て
の
様
々
な
人
に
開
か
れ
て
い
る
。
用
い
ら
れ
る
方
法
は
、
歴
史
家
が
、
あ
る
社
会
と
そ
の
信
仰
体
系
を
復
元
し
て
い
く

際
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
今
の
時
代
の
学
問
世
界
で
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
取
り
組
む
に
は
大
き
な
機
会
が

あ
る
。
新
し
い
道
具
と
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
先
達
た
ち
が
一
世
紀
前
に
は
知
ら
な
か
っ
た
思
想
と
生
活
の
世
界
が

開
か
れ
て
い
る
。
信
仰
の
歴
史
を
含
め
た
初
代
教
会
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
は
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
魅
力
的
で
あ
り
、
潜

在
的
に
実
り
多
い
。

同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
課
題
が
直
面
す
る
困
難
が
い
く
つ
か
あ
る
。
先
ず
第
一
に
、
す
べ
て
の
古
代
史
に
伴
う
一
般
的
困
難

を
共
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
完
璧
な
仕
事
を
す
る
に
十
分
な
資
料
が
な
い
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
し
て
神
学
の
完
全
な
描

写
を
、
私
た
ち
が
望
む
ほ
ど
に
は
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
種
の
情
報
を
私
た
ち
に
提
供
す
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
て

い
な
い
証
拠
文
書
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
常
に
悪
循
環
の
危
険
が
伴
う
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
研
究
の
目
指

す
と
こ
ろ
の
一
部
は
、
私
た
ち
が
新
約
聖
書
を
含
む
全
地
勢
を
概
観
で
き
る
有
利
な
地
点
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
課
題
の
た
め
の
ほ
と
ん
ど
の
資
料
は
新
約
聖
書
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
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こ
の
結
果
、
今
度
は
果
て
し
な
い
、
実
り
少
な
い
推
測
が
可
能
と
な
る
。
ヨ
ナ
の
と
う
ご
ま
の
よ
う
に
一
夜
の
う
ち
に
突
拍

子
も
な
い
仮
説
が
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
翌
日
に
な
っ
て
も
と
う
ご
ま
を
枯
ら
せ
る
焼
け
つ
く
よ
う
な
東
風
は
吹
か
な

い
。
突
拍
子
も
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
生
き
残
り
、
た
ぶ
ん
生
き
残
る
価
値
の
な
い
今
の
時
代
の
様
々
な
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る

見
解
を
庇
護
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
起
源
に
関
す
る
「
ビ
ッ
グ
・
バ
ン
グ
」
理
論

が
あ
る
。
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
真
の
、
純
粋
で
混
ぜ
物
の
な
い
キ
リ
ス
ト
教
は
、
当
初
僅
か
の
期
間
に
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ

以
来
興
奮
が
収
ま
り
、
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
っ
て
き
た
、
と
な
る
。
他
方
、「
着
実
な
発
達
」
理
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
神

学
的
、
実
践
的
な
考
え
と
取
り
組
ん
で
き
た
課
題
は
、
何
の
紆
余
曲
折
も
再
考
も
な
く
一
直
線
に
発
達
し
た
、
と
言
う
。
ま
た
、

古
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
学
派
の
仮
説
が
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
種
の
背
景
（
ユ
ダ
ヤ
人
と
異
邦
人
）
で

分
か
れ
た
二
つ
に
分
離
し
、
並
行
し
た
形
で
発
達
し
て
き
た
が
、
第
二
世
代
に
な
っ
て
か
ら
一
緒
に
な
り
、
普
遍
的
公
同
教
会

が
成
立
し
た
、
と
。
こ
の
よ
う
な
理
論
の
各
々
に
加
え
る
べ
き
反
論
の
余
地
は
相
当
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
潜
在
意
識
の
レ
ベ
ル

で
は
今
だ
に
影
響
力
を
行
使
し
続
け
て
い
る
。

私
た
ち
の
課
題
を
通
常
把
握
す
る
上
で
の
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
実
証
主
義
的
自
己
描
写
で
あ
る
。
歴
史
と
称
す
る
も
の
す

べ
て
に
選
択
、
配
置
な
ど
な
ど
が
絡
み
合
い
、「
中
立
的
」
ま
た
は
「
客
観
的
」
歴
史
と
い
う
考
え
は
啓
蒙
思
想
以
降
の
想
像
の

作
り
話
に
過
ぎ
な
い
、
と
私
は
四
章
で
論
じ
る
。
も
し
、
こ
の
時
点
で
何
ら
か
の
区
別
を
す
る
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
、「
客
観

的
」
と
「
主
観
的
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
公
的
」
課
題
と
「
私
的
」
課
題
と
考
え
る
方
が
良
い
と
思
う
。
そ
れ
で
も
、
ま
る

で
達
成
可
能
な
そ
の
よ
う
な
も
の
が
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
、
価
値
判
断
の
な
い
、
独
断
の
な
い
歴
史
編
纂
を
支
持
す
る
実
証

主
義
的
要
素
は
ま
だ
残
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
多
少
な
り
と
も
自
己
論
駁
的
で
あ
る潺
。
レ
イ
セ
ネ
ン
自
身
の
聖
書

学
の
歴
史
の
記
述
自
体
が
、
先
入
観
に
基
づ
く
選
択
と
配
置
の
良
い
例
で
あ
る
。

仮
に
、
あ
る
種
の
歴
史
的
知
識
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
傲
慢
な
客
観
主
義
に
抵
抗
す
る
の
と
同
じ
程
度
に
主
観
主
義
に
陥
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る
こ
と
に
抵
抗
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
次
の
よ
う
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
課
題
に
ど
の
よ
う
な
用
途
が
あ
る
か
、

と
。
あ
る
人
々
が
望
む
よ
う
に
、
単
に
何
が
起
こ
っ
た
か
を
見
い
出
す
た
め
に
、
歴
史
は
そ
れ
自
体
の
た
め
に
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
こ
と
も
非
常
に
良
い
。
し
か
し
、
私
の
知
っ
て
い
る
、
新
約
聖
書
と
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
著
述

家
た
ち
は
例
外
な
く
皆
、
関
連
す
る
出
来
事
の
重
要
さ
に
関
し
て
自
分
自
身
の
考
え
を
抱
い
て
お
り
、
単
な
る
記
述
の
み
で
満

足
し
て
い
な
い
と
言
う
事
実
が
残
る
。
過
去
の
こ
の
部
分
に
関
し
て
語
ら
れ
る
物
語
は
、
現
在
に
意
味
が
あ
る
と
普
遍
的
に
認

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
非
常
に
結
構
で
あ
る
。
し
か
し
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
に
現
在
に
「
意
味
」

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
こ
の
点
で
一
致
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
で
あ
る
。

第
一
に
、
今
世
紀
と
他
の
世
紀
の
多
く
の
著
述
家
た
ち
は
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
宗
教
的
体
験
（
時
々
、
初
期
キ
リ

ス
ト
者
の
「
神
学
」
も
含
め
ら
れ
て
）
が
キ
リ
ス
ト
教
内
で
規
範
的
要
素
で
あ
る
、
と
見
て
き
た
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
と
キ
リ

ス
ト
教
神
学
と
を
見
い
出
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
か
、
と
言
う
真
の
モ
デ
ル
と
触
れ
て
い
る
と
知
り
、

初
期
キ
リ
ス
ト
教
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
「
科
学
的
」
に
、
た
ぶ
ん
「
客
観
的
」
に
研
究
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う

明
ら
か
な
利
点
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
望
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
説
教
と
祈
り
に
よ
っ
て
、
こ
の
モ

デ
ル
を
再
活
性
化
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る潸
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
原
理
的
に
は
す
べ
て
の
人
が
観
察
す
る

こ
と
が
で
き
る
歴
史
に
訴
え
て
、
ヴ
レ
ー
デ
と
レ
イ
セ
ネ
ン
と
の
目
指
す
も
の
と
あ
る
程
度
の
統
合
が
達
成
さ
れ
る
。
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
聖
書
神
学
」
運
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
も
う
ま
く
合
致
す
る
。
こ
の
運
動
で
は
、
聖
書
自
体

が
「
啓
示
」
で
あ
っ
た
と
言
う
考
え
を
拒
絶
し
、
代
わ
り
に
神
は
歴
史
内
で
力
強
い
み
わ
ざ
の
う
ち
に
御
自
身
を
啓
示
す
る
と

言
う
考
え
を
選
択
す
る
。
歴
史
内
で
の
神
の
力
強
い
み
わ
ざ
を
、
観
察
者
た
ち
、
こ
の
場
合
特
に
初
期
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が

証
言
し
、
そ
の
証
言
を
神
聖
な
も
の
と
し
て
著
述
に
し
て
残
し
て
い
る澁
。
こ
の
よ
う
な
外
観
で
は
、
新
約
聖
書
は
事
実
に
も
っ

と
も
近
い
文
書
の
一
揃
い
で
あ
る
の
で
、
歴
史
的
に
読
ま
れ
て
「
権
威
あ
る
」
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
、
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
が
ド
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ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
の
生
涯
に
関
し
て
も
っ
と
も
良
い
「
権
威
」
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
新
約
聖
書
も
権
威
あ
る
も
の
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
具
体
的
例
で
、「
権
威
」
と
い
う
言
葉
が
実
は
如
何
に
つ
か
み
所
が
な
い
か
が
正
に
わ
か
る
。
ス
エ
ト
ニ

ウ
ス
は
タ
ブ
ロ
イ
ド
版
の
新
聞
と
同
程
度
の
信
頼
性
し
か
な
い
。
た
だ
単
に
出
来
事
に
近
い
こ
と
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。

第
二
に
、
も
し
初
期
キ
リ
ス
ト
教
が
何
ら
か
の
形
で
規
範
と
し
て
機
能
す
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
プ
ロ
セ
ス
に
は
明
ら
か

に
取
捨
選
択
が
拘
わ
る
。
何
か
の
歴
史
的
記
述
に
は
、
た
だ
単
に
取
捨
選
択
が
拘
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
既
に
整
え
ら
れ
た
価
値

体
系
に
従
っ
た
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
型
を
選
択
す
る
こ
と
が
伴
う
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
必
然
的
に
省
略
が
伴
う
。

容
易
に
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
て
、
権
威
的
地
位
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
り
も
よ
り
多
く
の
型
が
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
は

あ
る
。
そ
し
て
、
用
い
ら
れ
る
モ
デ
ル
で
は
正
典
に
は
全
く
意
味
が
な
い
の
で
、
こ
の
点
で
私
た
ち
が
「
正
し
い
」
種
類
の
宗

教
体
験
を
「
間
違
っ
た
」
種
類
の
宗
教
体
験
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
他
の
基
準
を
外
部
か
ら
導
入
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
。
原
始
的
で
あ
る
か
ら
よ
り
純
粋
で
あ
る
と
の
根
拠
か
ら
、
最
初
期
の
時
期
を
高
め
る
か澀
、
あ
る
い
は
あ
る
特

定
の
型
の
宗
教
を
選
ぶ
か
す
る
。
こ
の
型
と
は
、
文
化
的
発
祥
地
（
ユ
ダ
ヤ
か
、
ま
た
は
ギ
リ
シ
ャ
か
）
に
よ
っ
て
、
あ
る
い

は
神
学
的
規
範
（
例
え
ば
、
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
教
）
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
で
描
写
さ
れ
る潯
。
こ
れ
も
や
は
り
非
常
に
問
題

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
準
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
書
ま
た
は
伝
統
に
由
来
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な

い
。
主
流
ま
た
は
、「
真
正
な
」
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
本
当
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
に
関
す
る
解
釈
者
の
見
解

に
由
来
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
「
客
観
的
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
研
究
は

破
棄
さ
れ
て
い
る
。
代
わ
り
に
試
み
ら
れ
て
い
る
の
は
、
よ
り
高
度
に
一
般
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
、
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
新
約
聖
書
神
学
の
下
部
の
分
科
で
あ
る潛
。

こ
の
問
題
は
、
レ
イ
セ
ネ
ン
の
研
究
に
も
同
様
に
明
ら
か
で
あ
る
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
歴
史
を
「
客
観
的
に
」
研

究
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
新
約
聖
書
の
研
究
の
成
果
を
教
会
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
に
も
適
応
す
る
の
が
良
い
、
と
論
じ
て
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い
る
。
こ
れ
は
、
レ
イ
セ
ネ
ン
が
正
し
く
留
意
し
て
い
る
よ
う
に
（
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
現
象
を
歴
史
的
に
も
神
学
的
に

も
レ
イ
セ
ネ
ン
は
説
明
で
き
な
い
が
）、
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
者
の
前
提
と
合
致
す
る濳
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
結
果
二

つ
の
困
難
が
生
じ
る
。
ど
う
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
外
の
だ
れ
か
が
、
こ
の
伝
統
の
歴
史
の
中
の
一
つ
の
章

を
語
り
直
す
こ
と
に
何
ら
か
の
今
日
的
意
味
を
見
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
せ
い
ぜ
い
人
間
の
愚
行
と
軽
々
し
い
信
仰

ま
た
は
人
間
の
勇
気
と
忍
耐
、
あ
る
い
は
た
ぶ
ん
両
方
の
混
ざ
り
合
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
レ
イ
セ
ネ
ン
を

含
め
て
学
者
た
ち
が
ま
だ
資
料
に
惜
し
気
も
な
く
費
や
し
て
い
る
注
目
を
、
そ
の
よ
う
な
資
料
に
向
け
る
価
値
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
さ
ら
に
、
レ
イ
セ
ネ
ン
が
、
新
約
聖
書
を
読
み
、
そ
こ
に
現
代
的
論
点
と
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
資
料
を
見
い
出
し
た

と
主
張
す
る
際
に
、
取
捨
選
択
の
問
題
が
残
る
。
彼
が
籾
か
ら
麦
を
選
別
し
、
麦
を
用
い
て
現
代
的
問
い
に
取
り
組
む
こ
と
を

可
能
に
す
る
彼
の
価
値
体
系
は
ど
こ
に
由
来
す
る
か
。
レ
イ
セ
ネ
ン
の
取
り
扱
い
か
ら
生
じ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
主
要
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
初
期
の
分
裂
は
、
余
り
に
も
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
で
混
乱
し
て
い
て
、
ゼ
ロ
か
ら
問
題
全

体
を
再
考
す
る
方
が
は
る
か
に
良
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
描
写
的
言
質
か
ら
規
範
的
言
質
へ
と
移
行
し
よ
う
と
す
る
近

年
の
他
の
歴
史
家
た
ち
か
ら
も
同
様
の
一
般
化
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
見
い
出
さ
れ
る潭
。
も
う
一
つ
の
方
法
は
、
イ
エ
ス
と
彼

の
最
初
の
弟
子
た
ち
を
歴
史
的
に
復
元
し
て
、
後
の
キ
リ
ス
ト
教
で
彼
ら
に
付
与
さ
れ
た
地
位
が
間
違
っ
て
い
る
と
示
唆
す
る

も
の
で
あ
る澂
。

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
企
て
は
イ
エ
ス
と
、
ど
の
よ
う
に
拘
わ
っ
て
く
る
か
。
イ
エ
ス
が
た
だ
単
に
最
初
の
初
期
キ
リ
ス
ト

者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
が
自
ら
の
神
を
「
体
験
」
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
規
範
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
、
イ

エ
ス
を
「
初
期
キ
リ
ス
ト
教
体
験
」
ま
た
は
神
学
ま
た
は
宗
教
の
中
に
取
り
込
む
の
は
、
実
に
妙
な
話
で
あ
る潼
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
一
つ
の
視
点
か
ら
は
、
イ
エ
ス
を
可
能
な
限
り
歴
史
的
に
厳
密
に
描
写
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス

の
神
体
験
が
後
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
単
純
に
主
張
す
る
の
は
、
過
激
な
改
革
と
言
わ
ざ
る
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を
得
な
い
。
勿
論
、
並
行
と
類
似
は
あ
る
（
例
え
ば
、「
ア
バ
、
父
よ
。」
と
言
う
祈
り
）。
そ
し
て
、
新
約
聖
書
に
も
イ
ミ
タ
テ

ィ
オ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
（
キ
リ
ス
ト
を
真
似
る
）
の
流
れ
は
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
の
体
験
ま
た
は
イ
エ
ス
の
信
仰

を
、
後
の
世
代
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
可
能
な
限
り
真
似
る
べ
き
も
の
と
考
え
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
規
範
的
な
唯
一
の
部
分

と
し
て
掲
げ
る
こ
と
は
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
独
自
性
が
イ
エ
ス
に
あ
る
と
も
通
常
考
え
ら
れ
て
き
た
。

以
上
の
す
べ
て
の
理
由
か
ら
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
と
そ
の
神
学
の
単
な
る
歴
史
的
描
写
そ
の
も
の
で
は
、
完
全
な
企
て
に
は

な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
課
題
の
一
つ
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
後
に
見

る
こ
と
で
あ
る
が
、
歴
史
的
描
写
な
し
で
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
新
約
聖
書
を
読
む
こ
と
に
成
功
し
よ
う

と
す
る
企
て
は
失
敗
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
歴
史
的
描
写
に
は
、
単
純
で
明
確
な
目
的
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
確
さ
は
表

面
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
他
に
あ
る
主
要
な
困
難
を
犠
牲
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
理
論
的
レ
ベ
ル
で
は
、
実
証
主

義
ま
た
は
観
念
論
か
、
あ
る
い
は
不
愉
快
な
二
つ
の
縁
組
み
に
傾
い
て
い
る
。
実
践
的
レ
ベ
ル
で
は
、
二
つ
の
こ
と
で
行
き
詰

ま
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
規
範
的
と
さ
れ
る
見
本
を
選
択
す
る
際
の
明
ら
か
な
恣
意
性
ま
た
は
疑
問
を
生
み
出
す
性
質
。
そ
し

て
、
も
う
一
つ
は
、
文
化
の
罠
で
補
完
さ
れ
る
一
世
紀
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
抽
出
す
る
困
難
さ
、
即
ち
課
題
に
十
分
で
あ
り
、

他
の
文
化
と
時
代
に
移
動
し
て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
十
分
と
さ
れ
る
規
範
的
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
絵
で
あ
る潘
。
そ
れ
自

体
の
視
点
で
は
成
功
す
る
と
し
て
も
、
歴
史
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
地
平
線
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衾
）「
新
約
聖
書
神
学
」

私
た
ち
が
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
の
モ
デ
ル
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
新
約
聖
書
神
学
で
あ
る
。
新
約
聖
書
神
学
と
い

う
表
現
で
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
歴
史
的
視
点
か
ら
新
約
聖
書
を
読
み
、
そ
し
て
同
時
に
あ
る
い
は
後
に
、
私
た
ち
の
世
代
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も
含
め
て
後
の
世
代
に
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
主
要
な
神
学
的
強
調
点
を
導
き
出
し
て
整
合
性
の
あ
る
言
質
に

ま
と
め
上
げ
る
試
み
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た澎
。

「
新
約
聖
書
神
学
」
の
両
面
的
用
語
の
両
方
の
側
面
に
関
し
て
、
予
め
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
予
備
的
な
事
柄
が
あ
る澑
。
前

半
の
部
分
（
新
約
聖
書
の
神
学
の
描
写
）
は
勿
論
、
私
た
ち
が
見
て
き
た
と
こ
ろ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
サ
ブ
セ
ッ
ト
を
構
成
し
て

い
る
。
新
約
聖
書
神
学
は
初
期
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
一
部
で
あ
り
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
全
体

の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
時
々
な
さ
れ
る
よ
う
に
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
無
思
慮
に
予
め
定
め
る
の

で
な
け
れ
ば
、
異
な
る
新
約
聖
書
の
著
者
た
ち
の
神
学
（
複
数
）
が
同
じ
で
あ
る
と
は
予
め
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
確

か
に
近
年
の
著
述
の
か
な
り
の
分
量
が
、
む
し
ろ
同
じ
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、「
新

約
聖
書
神
学
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
際
に
は
、
あ
る
程
度
の
厳
密
さ
が
求
め
ら
れ
る
。

後
半
の
部
分
（
新
約
聖
書
の
神
学
の
描
写
に
基
づ
い
て
現
代
世
界
に
語
り
か
け
る
）
は
、
よ
り
複
雑
で
、
誤
解
を
招
き
易
い

表
現
で
は
あ
る
が
、
一
般
に
「
解
釈
学
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
に
勿
論
、
私
た
ち
を
導
き
入
れ
る濂
。
最
初
に
問
い
の
ル
ー
ツ
を
見

る
必
要
が
あ
る
。
新
約
聖
書
を
研
究
す
る
と
神
か
ら
新
鮮
な
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
ど
う
し
て
人
々
は
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
信
念
は
、
か
な
り
の
初
期
か
ら
培
わ
れ
、
根
絶
で
き
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の
確
信
か
ら
生
ま
れ
育
て
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
確
信
と
は
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
新
約
聖
書
（
そ
し
て
旧
約
聖
書
と
も
。
こ
こ
で
は
問
題
と
し
て
取
り

上
げ
る
必
要
の
な
い
多
数
の
様
々
な
困
難
が
旧
約
聖
書
の
場
合
に
は
伴
う
が
）
と
の
あ
る
種
の
連
続
性
、
原
理
的
に
は
証
明
可

能
な
連
続
性
の
中
に
生
き
、
信
じ
、
行
動
す
る
こ
と
を
特
に
意
味
す
る
、
と
の
確
信
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
念
に
は
、「
聖
書

の
み
（sola

scriptura

）」
の
原
則
を
表
明
し
、
聖
書
（
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
事
実
上
、
と
り
わ
け
新
約
聖
書
）
を
最
高
の

権
威
の
位
置
に
据
え
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
の
結
果
、
さ
ら
に
勢
い
が
付
け
ら
れ
た
。
新
約
聖
書
を
読
む
こ
と
が
キ
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リ
ス
ト
者
の
出
発
点
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
者
は
新
約
聖
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
受
け
、
強
め
ら

れ
、
信
仰
と
生
活
の
基
盤
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
（
新
教
）
内
で
常
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
。

「
新
約
聖
書
神
学
」
と
い
う
表
現
の
今
の
意
味
が
最
終
的
に
生
ま
れ
た
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
意
味
の
仲
裁
者
、
そ
し
て
テ
ク
ス

ト
の
権
威
の
媒
体
と
し
て
聖
書
の
文
字
通
り
ま
た
は
歴
史
的
意
味
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
新
教
徒
）
が
主
張
す
る
と
い
う
特
定

の
強
調
点
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
も
と
も
と
は
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
（
寓
喩
的
）
な
気
紛
れ
を
寄
せ
つ
け
な
い
た
め
に
表
明

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
宗
教
改
革
を
経
た
諸
教
会
に
お
い
て
文
字
通
り
の
意
味
と
は
何
か
、
そ
し
て
文
字
通
り
の
意
味
が

ど
の
よ
う
に
権
威
的
な
も
の
と
し
て
機
能
す
る
か
、
と
い
う
問
題
と
取
り
組
む
中
で
、
残
余
の
問
題
が
残
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問

題
は
、
結
局
啓
蒙
思
想
と
い
う
新
し
い
状
況
で
批
評
的
な
運
動
が
起
る
と
共
に
生
じ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
も
文
字
通
り
の

意
味
は
も
う
一
度
主
張
さ
れ
た
が
、
二
つ
の
可
能
な
結
果
を
招
い
た
。
聖
書
の
歴
史
的
意
味
は
、
実
は
偽
り
で
あ
っ
た
と
示
し
、

キ
リ
ス
ト
教
の
真
実
全
体
に
異
論
を
唱
え
る
こ
と
が
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
文
字
通
り
の
意
味
で
は
届
く
こ
と

の
で
き
な
い
今
の
時
代
の
生
活
の
領
域
を
新
た
に
す
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
聖
書
か
ら
無
時
間
的
な
神
学
的
真
理
を
抽
出
す

る
た
め
に
歴
史
的
意
味
を
探
究
す
る
こ
と
が
二
つ
め
の
可
能
性
で
あ
る
。
一
九
世
紀
、
二
○
世
紀
の
新
約
聖
書
神
学
に
関
す
る

論
争
を
生
ん
だ
の
は
、
こ
こ
に
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
緊
張
に
他
な
ら
な
い
。
歴
史
的
釈
義
で
宣
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
教
会

に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
宣
教
で
取
り
扱
わ
れ
た
り
、
回
避
さ
れ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
問

題
が
歴
史
的
釈
義
で
提
供
さ
れ
得
る
か
。
聖
書
の
歴
史
的
読
み
方
と
規
範
的
読
み
方
と
は
、
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
。
換
言
す
る
と
、「
新
約
聖
書
神
学
」
と
は
組
み
合
わ
さ
れ
た
意
味
で
実
現
可
能
な
提
言
で
あ
る
か
。

既
に
探
究
さ
れ
た
実
現
可
能
に
す
る
二
つ
の
方
法
は
、
十
分
に
調
べ
て
み
る
と
結
局
満
足
の
行
く
も
の
で
な
い
こ
と
が
判
明

す
る
。
第
一
の
方
法
に
は
、
一
八
世
紀
の
レ
ッ
シ
ン
グ
か
ら
二
○
世
紀
の
ブ
ル
ト
マ
ン
と
い
う
思
想
家
た
ち
を
含
む
も
の
で
あ

る
が
、
上
述
し
た
よ
う
な
筋
道
を
辿
る
。
歴
史
研
究
を
越
え
て
時
間
と
空
間
を
超
越
し
た
完
全
に
歴
史
の
外
に
あ
る
究
極
的
真
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理
に
至
る
た
め
に
歴
史
研
究
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
も
の
は
、
無
時
間
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
無
時
間
的
真
理
、

ま
た
は
決
断
を
促
す
無
時
間
的
招
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
今
日
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
よ
う
な
「
無
時
間
的
神
学
」
は
、
歴
史
的
探
究
の
真
の
対
象
物
で
あ
る
。
新
約
聖
書
の
記
者
た
ち
の
信
仰
が
何
で
あ
る
か

を
私
た
ち
が
見
い
出
す
な
ら
、
そ
し
て
見
い
出
す
時
に
、
神
学
の
考
古
学
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
的
な

下
部
構
造
を
私
た
ち
は
発
掘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
運
び
出
し
て
、
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
陳
列
し
、
あ
る

種
の
博
物
館
で
後
の
世
代
が
観
察
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
る
と
、「
神
学
」
と
は
、
新
約
聖
書
が
「
関
す

る
」「
真
の
」
も
の
と
な
る
。
歴
史
的
状
況
と
い
う
外
側
の
皮
を
剥
い
て
取
り
去
る
後
に
現
わ
れ
る
真
の
果
実
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
、
あ
る
側
面
が
「
無
時
間
的
に
真
で
」
あ
り
、
そ
し
て
他
の
側
面
が
「
文
化
的
に
条
件
付
け
ら
れ
る
」
と
い
う
こ

と
ば
で
し
ば
し
ば
表
現
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
問
題
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
に
は
皮
を
剥
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
新
約
聖
書
か
ら

「
無
時
間
な
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
言
い
表
わ
す
「
神
学
」
を
作
成
す
る
の
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
私
た
ち
が
そ

の
よ
う
な
作
業
に
成
功
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
廃
棄
さ
れ
た
皮
に
ま
だ
付
着
し
て
い
た
か
な
り
の
果
実
も
一
緒
に
捨
て
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
の
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
新
約
聖
書
の
全
体
が
「
文
化
的
に
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
」。

「
文
化
的
に
条
件
付
け
ら
れ
る
」
と
言
う
こ
と
で
、
他
の
時
代
ま
た
は
他
の
文
化
の
「
今
日
的
意
味
」
を
達
成
す
る
た
め
に
、
あ

る
考
え
や
主
題
を
不
適
格
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
約
聖
書
全
体
が
不
適
格
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
の
延
長
線
上
で
二
○
世
紀
の
聖
書
学
の
領
域
で
形
作
ら
れ
た
二
つ
の
も
の
は
、
鴣
非
神
話
化
と
鴟
様
式
史

で
あ
る
。
鴣
非
神
話
化
と
は
、
無
時
間
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
ま
た
は
招
き
を
、
ま
わ
り
を
包
み
込
ん
で
い
る
文
化
に
即
し
た
一
世
紀

の
話
と
思
想
の
形
式
か
ら
引
き
離
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
鴟
様
式
史
と
は
、
額
面
価
値
で
イ
エ
ス
に
関
す
る
歴
史
物
語
を

提
供
し
て
い
る
資
料
を
分
析
す
る
手
段
の
こ
と
で
、
初
代
教
会
の
「
無
時
間
的
」（
と
主
張
さ
れ
る
）
信
仰
を
自
然
と
明
ら
か
に
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し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
文
化
的
、
神
学
的
ル
ー
ツ
は
近
代
的
批
評
運
動
だ
け
で
は
な
く
、
聖
書

を
前
近
代
的
に
敬
虔
主
義
的
に
読
む
仕
方
に
も
あ
る
。
文
字
通
り
の
意
味
で
は
、
今
に
語
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
な
い
と
思
わ
れ
る

聖
書
箇
所
か
ら
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
煎
じ
出
す
仕
方
で
あ
る
。
プ
ロ
セ
ス
全
体
は
、
究
極
的
に
は
教
父
た
ち
の
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル

な
（
寓
喩
的
）
釈
義
ま
で
遡
る潦
。
こ
こ
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
ら
が
取
り
組
ん
だ
課
題
自
体
の
中
に
あ
る
少
な
か
ら
ぬ
皮
肉
が
隠
さ

れ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
か
ら
成
長
し
て
、
歴
史
と
律
法
に
押
し
付
け
ら
れ
た
明
ら
か
な
拘
束
衣
か
ら
解
き
放
つ
こ

と
を
主
張
し
、
無
償
の
赦
し
、
恵
み
、
新
た
な
出
発
を
提
供
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
な
が
ら
も
、
聖
書
の
文
字
通

り
の
意
味
を
ま
だ
強
調
す
る
。
少
な
く
と
も
福
音
書
と
の
拘
わ
り
で
は
文
字
通
り
の
意
味
が
強
調
さ
れ
る
が
、
聖
書
の
真
の
声

を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
文
字
通
り
の
意
味
は
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
た
め
だ
け
に
強
調
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
福
音
書
は
、
実
は
イ
エ
ス
自
身
に
関
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
イ
エ
ス
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
「
関

す
る
」
も
の
で
あ
る
。
出
来
事
自
体
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
悪
名
高
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
イ
エ
ス
さ
え
も
単
な
る

無
時
間
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
初
期
の
説
教
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
イ
エ
ス
の
死
は
、
教
会
の
初
期
の
信
仰
を
（
何

ら
か
の
理
由
で
）
促
し
た
む
き
出
し
の
出
来
事
と
な
る
。
新
約
聖
書
内
の
諸
書
に
表
現
さ
れ
た
、
あ
の
原
初
の
「
体
験
」
が
真

に
規
範
的
現
象
に
な
っ
た澳
。
こ
の
よ
う
な
提
案
は
、
新
約
聖
書
を
読
む
に
際
し
て
歴
史
ま
た
は
創
造
に
十
分
な
重
き
を
置
い
て

真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
と
言
う
破
壊
的
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
新
約
聖
書
で
は
歴
史
も
創
造
も
た
い
へ
ん
重
要
と
思

わ
れ
る
。
歴
史
か
ら
無
時
間
的
真
理
に
移
行
す
る
第
一
の
モ
デ
ル
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
大
き
な
問
題
が
伴
う
。
そ
し
て
、
も

は
や
深
刻
な
困
難
な
し
で
は
、
第
一
の
モ
デ
ル
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

第
二
の
モ
デ
ル
は
、
一
九
五
○
年
代
と
六
○
年
代
の
「
聖
書
神
学
」
学
派
が
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る澣
。
哲
学
的
に
表
現
す
れ

ば
、
こ
の
学
派
は
あ
る
種
の
実
在
論
で
ブ
ル
ト
マ
ン
の
観
念
論
に
対
抗
し
た
こ
と
に
な
る
。
新
約
聖
書
が
権
威
を
付
与
さ
れ
て

い
る
の
は
、
無
時
間
的
真
理
を
証
詞
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
歴
史
で
の
創
造
神
の
力
強
い
み
わ
ざ
、
と
り
わ
け
イ
エ
ス
に
拘
わ
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る
出
来
事
に
見
ら
れ
る
神
の
み
わ
ざ
を
証
詞
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
テ
ク
ス
ト
は
啓
示
的
で
あ
り
、
従
っ
て
「
真

の
も
の
」、
つ
ま
り
出
来
事
を
証
詞
す
る
限
り
に
お
い
て
権
威
が
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
教
会
史
が
「
純
粋
な
」
時
代
か
ら
始

ま
っ
た
と
す
る
教
会
史
の
立
場
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
見
た
よ
う
に
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
史

の
研
究
が
規
範
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
い
く
つ
か
の
仕
方
と
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
モ
デ
ル
は
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
逆
に
テ
ク
ス
ト
自
体
が
神
の
啓
示
で
あ
る
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
主
張
を
正
当
に

扱
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
啓
示
と
み
な
す
べ
き
出
来
事
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
こ
と
に
も
、

そ
の
よ
う
な
啓
示
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
の
明
確
な
神
学
的
説
明
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
な
い
。

両
者
の
モ
デ
ル
に
さ
ら
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
資
料
の
多
様
性
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
新
約
聖
書
か
ら
「
規
範
的
な
」

言
質
を
製
造
す
る
た
め
に
、
一
部
の
テ
ク
ス
ト
を
他
の
部
分
の
テ
ク
ス
ト
を
犠
牲
に
し
て
強
調
す
る
こ
と
が
実
際
的
に
は
必
然

的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
学
的
な
レ
ベ
ル
で
も
一
般
的
な
レ
ベ
ル
で
も
、
新
約
聖
書
の
神
学
の
あ
る
特
定
の
部
分
、

例
え
ば
パ
ウ
ロ
の
神
学
を
「
正
典
内
の
正
典
」
と
し
て
高
め
る
手
段
で
機
能
す
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
よ
り
難
し
い
聖
書

の
部
分
を
よ
り
容
易
な
部
分
の
光
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
訴
え
て
し
ば
し
ば
正
当
化
さ
れ
る
。
こ

の
「
原
則
」
に
込
め
ら
れ
た
粗
野
な
主
観
主
義
を
考
え
る
と
、
息
の
長
い
「
原
則
」
で
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る澡
。
何
が
「
よ

り
難
し
い
か
」
ま
た
は
「
よ
り
容
易
か
」
は
、
勿
論
一
つ
の
世
代
と
別
の
世
代
と
で
、
一
つ
の
文
化
環
境
と
別
の
文
化
環
境
と

で
変
わ
る
。
私
た
ち
の
世
紀
（
こ
こ
で
は
二
○
世
紀
の
こ
と
）
に
お
け
る
「
黙
示
文
学
的
」
を
め
ぐ
る
変
化
し
た
運
命
を
見
れ

ば
、
こ
の
こ
と
は
わ
か
る澤
。
こ
の
よ
う
に
言
う
か
ら
と
言
っ
て
、
あ
る
種
の
内
的
正
典
で
操
作
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
別
に
言

う
つ
も
り
も
な
い
。
す
べ
て
の
解
釈
者
た
ち
は
、
本
人
が
認
め
よ
う
と
認
め
な
か
ろ
う
と
そ
う
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
解
釈
者

た
ち
は
テ
ク
ス
ト
と
出
会
い
を
始
め
る
に
際
し
て
予
め
一
揃
の
質
問
を
携
え
て
テ
ク
ス
ト
に
向
か
う
。
そ
こ
で
問
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
出
発
点
で
私
た
ち
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
で
あ
る
。
暗
黙
の
偏
見
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
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資
料
に
入
り
込
む
取
っ
掛
か
り
と
し
て
私
た
ち
は
偏
見
を
用
い
る
べ
き
か
。
そ
れ
と
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
強
盗
プ
ロ
ク
ル
ス

テ
ー
ス
が
捕
ま
え
た
人
の
体
を
無
理
矢
理
に
寝
台
に
合
わ
せ
た
よ
う
に
、
計
測
基
準
と
し
て
用
い
て
、
合
わ
な
い
部
分
は
断
罪

す
る
基
準
と
し
て
用
い
る
べ
き
か
。
前
者
は
理
論
上
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
者
に
は
誘
惑
が
あ
る
。

「
新
約
聖
書
神
学
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
特
に
ブ
ル
ト
マ
ン
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
そ
の
変
形
内
で
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
っ

と
も
大
き
な
問
題
は
、
イ
エ
ス
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
で
あ
る
。「
新
約
聖
書
神
学
」
に
は
、
厳
密
に
言
う
と
、
イ
エ
ス
の
教
え

（
あ
る
い
は
、
イ
エ
ス
の
生
、
死
、
復
活
）
を
含
め
な
い
。
た
だ
単
に
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
新
約
聖
書
記
者
た
ち
の
信
仰
ま
た

は
、
イ
エ
ス
に
関
す
る
諸
々
の
物
語
と
い
う
形
で
神
話
的
に
表
現
さ
れ
た
人
々
の
信
仰
は
、
た
ぶ
ん
含
め
ら
れ
る
。
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
原
則
で
あ
る
「
聖
書
の
み
（sola
scriptura

）」
か
ら
生
じ
た
基
本
モ
デ
ル
の
一
つ
に
、
イ
エ
ス
自
身
の
た
め
の
解

釈
構
造
も
権
威
体
系
も
ほ
と
ん
ど
場
所
が
な
い
。
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
が
新
約
聖
書
内
の
ど
の
書
も
書
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

が
、「
聖
書
の
み
」
の
原
則
に
対
す
る
妙
な
復
讐
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
『
新
約
聖

書
神
学
』
に
書
か
れ
た
有
名
な
最
初
の
文
「
イ
エ
ス
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
新
約
聖
書
神
学
自
体
の
一
部
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
新
約
聖
書
神
学
の
前
提
で
あ
る
。」澹
は
全
く
正
し
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
私
た
ち
は
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
か
ら
ブ
ル
ト

マ
ン
、
そ
し
て
彼
方
に
走
る
一
筋
の
線
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
た
び
私
に
と
っ
て
（pro

m
e

）
の
福
音
、
つ
ま
り
神

は
私
に
憐
れ
み
深
い
こ
と
を
把
握
す
れ
ば
、
も
は
や
歴
史
に
余
り
に
も
堅
固
に
根
差
し
た
イ
エ
ス
は
必
要
で
な
く
な
る濆
。
と
こ

ろ
が
、
今
日
の
改
革
主
義
的
立
場
の
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
著
述
家
た
ち
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
と
他
の
人
々
が

提
示
し
た
キ
リ
ス
ト
教
批
判
は
、
ケ
ー
ラ
ー
、
ブ
ル
ト
マ
ン
、
テ
ィ
ー
リ
ッ
ヒ
な
ど
に
見
ら
れ
る
歴
史
か
ら
の
撤
退
に
満
足
は

し
な
い
。
サ
ン
ダ
ー
ス
な
ど
が
提
示
す
る
現
代
の
学
者
た
ち
が
描
く
イ
エ
ス
像
の
諸
問
題
が
蒸
発
す
る
訳
で
も
な
い
。
も
し
イ

エ
ス
が
、
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
や
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
や
サ
ン
ダ
ー
ス
が
描
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
は
少

な
く
と
も
そ
の
信
仰
を
実
質
的
に
改
訂
す
る
必
要
が
あ
る
。
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さ
ら
に
、
後
に
第
四
部
で
見
る
よ
う
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
古
典
的
に
し
た
よ
う
に
、「
新
約
聖
書
神
学
」
を
イ
エ
ス
自
身
に
対

し
て
規
範
と
し
て
対
抗
さ
せ
る
こ
と
に
は
特
別
な
奇
妙
さ
が
あ
る
。
新
約
聖
書
で
は
、
イ
エ
ス
に
関
す
る
パ
ウ
ロ
の
神
学
、
マ

ル
コ
の
神
学
、
ル
カ
の
神
学
な
ど
が
提
示
さ
れ
て
い
て
、
イ
エ
ス
自
身
の
神
学
的
信
仰
は
テ
ク
ス
ト
の
表
面
か
ら
読
み
取
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
言
う
の
は
、
全
く
正
し
い
。
真
の
イ
エ
ス
は
今
や
福
音
書
記
者
た
ち
の
神
学
が
完
全
に
覆
い
尽
く
し
て
い
る

の
で
、
再
発
見
す
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
、
と
言
う
人
も
い
る
。
福
音
書
記
者
の
背
後
の
イ
エ
ス
を
探
す
こ
と
は
、
初
期
の

キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
礼
拝
し
、
従
っ
た
主
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
歴
史
家
の
構
築
物
（
ま
た
は
別
の
「
理
想
的
」
存
在
）
を

探
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
真
の
イ
エ
ス
を
探
し
出
す
こ
と
自
体
一
切
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
人
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
に
言
う
こ
と
で
さ
え
、
新
約
聖
書
の
記
者
た
ち
が
自
分
た
ち
の
著
述
と
い
う
手
段
で
イ
エ
ス
の
権
威
に
対
抗
す
る
権
威
を

確
立
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
新
約
聖
書
の
記
者
た
ち
は
「『
聖
書
』
を
書
い
て
い
る
と

は
考
え
て
い
な
か
っ
た
」
と
言
う
の
が
習
慣
と
な
っ
て
き
た
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
公
式
化
さ
れ
た
表
現
は
、
特

に
近
年
の
編
集
史
の
光
に
照
ら
す
と
改
訂
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
新
約
聖
書
記
者
た
ち
に
と
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
神
が
世
界
の
救
い
の
た
め
に
決
定
的
に
行
動
し
た
の
は
、
彼
ら
が
ペ
ン
と
イ
ン
ク
を
取
っ
て
福
音
書
を
書
い
た
こ
と
で
は

な
く
、
彼
ら
の
神
が
血
肉
を
取
り
、
十
字
架
上
で
死
ん
だ
こ
と
だ
、
と
言
う
限
り
で
確
か
に
正
し
い
。
彼
ら
の
著
述
は
、
そ
の

事
実
か
ら
派
生
し
、
依
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
と
イ
エ
ス
自
身
の
信
仰
体
系
は
厳
密
に
言
え
ば
、

「
新
約
聖
書
神
学
の
一
部
」
で
は
な
い
と
い
う
の
は
正
し
い
が
、
イ
エ
ス
と
イ
エ
ス
の
宣
教
を
、「
真
の
も
の
」
つ
ま
り
新
約
聖

書
神
学
の
た
め
に
相
対
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
意
味
し
な
い澪
。
あ
る
い
は
「
新
約
聖
書
神
学
」
そ
の
も
の
に

は
一
層
よ
り
悪
い
こ
と
だ
、
と
代
わ
り
に
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
イ
エ
ス
の
決
定
的
な
宣
教
が
新
約
聖
書
神
学
に
含
ま
れ
な

い
な
ら
ば
、
神
の
啓
示
の
す
べ
て
、
完
全
な
終
わ
り
、
権
威
の
究
極
的
な
場
、
新
約
聖
書
の
す
べ
て
の
研
究
が
見
い
出
そ
う
と

目
指
し
て
い
る
あ
の
「
も
の
」
自
体
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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「
新
約
聖
書
神
学
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
こ
の
よ
う
に
問
題
に
満
ち
て
い
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
誰
か
が
継
続
し
た
い
と
思

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
新
約
聖
書
神
学
」
と
ま
だ
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
、
学
的
課
程
の
実
質
と
な
り
、
教
会
生

活
、
説
教
、
宣
教
、
伝
道
の
出
発
点
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
何
か
を
位
置
付
け
、
蒸
留
し
、
救
い
出
し
、
発
明
さ
え
し
よ
う
と

す
る
狂
気
の
努
力
と
、
な
ぜ
私
た
ち
は
一
般
向
け
の
著
述
で
も
学
的
な
著
述
で
も
出
会
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
が
考
え
る
に
、

答
え
は
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
課
題
が
も
っ
と
も
熱
心
に
な
さ
れ
て
い
る
神
学
的
領
域
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
（
新
教
）
で
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
人
た
ち
は
今
だ
に
新
約
聖
書
が
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
何
ら
か
の
意
味
で
「
真
の
」

権
威
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
第
二
に
、
多
く
の
こ
の
よ
う
な
研
究
の
哲
学
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
観
念
論
で
あ
る
。
観
念
論

で
は
、
具
体
的
な
歴
史
よ
り
も
抽
象
的
な
概
念
が
よ
り
好
ま
れ
る
。
新
約
聖
書
に
「
権
威
が
あ
る
」
な
ら
ば
、
こ
の
権
威
は
新

約
聖
書
に
見
い
出
さ
れ
る
神
学
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
第
三
に
、「
新
約
聖
書
神
学
」
の
実
際
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、

真
の
神
か
ら
の
こ
と
ば
で
教
会
と
よ
り
広
い
世
界
と
の
両
方
に
語
り
か
け
る
こ
と
が
、
考
え
ら
れ
て
き
た
教
会
の
課
題
で
あ
る
。

「
新
約
聖
書
神
学
」
は
、
説
教
に
燃
料
を
供
給
す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
が
ぶ
つ
か
っ
て
き
た
諸
問
題
の
た

め
に
、
新
約
聖
書
に
権
威
や
整
合
性
、
ま
し
て
や
今
日
的
意
味
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
の
は
愚
か
で
あ
る
と
反
対
せ
ざ
る
を
え

な
い
と
思
う
人
々
が
出
て
来
た
。
客
観
的
歴
史
研
究
を
す
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
推
測
的
な
事
柄
一
切
を
捨
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
。
あ
る
い
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
た
だ
三
世
代
前
に
ヴ
レ
ー
デ
が
、
そ
し
て
三
年
前
に
ま
た
レ
セ
ネ
ン
が
表
明
し

た
も
の
（
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
宗
教
的
著
述
の
「
客
観
的
」
描
写
）
に
立
ち
返
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
別
の
人
々
は
、

「
新
約
聖
書
神
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
何
か
を
ま
だ
行
な
う
方
法
を
再
表
現
し
よ
う
と
促
さ
れ
た
。
そ
の
「
新
約
聖
書
神

学
」
で
は
、
描
写
（
記
述
）
と
規
定
（
規
範
）
と
に
ま
だ
固
執
し
、
両
者
の
筋
が
新
約
聖
書
を
貫
い
て
い
る
、
ま
た
は
い
わ
ゆ

る
「
主
要
な
証
言
」
の
何
人
か
に
は
少
な
く
と
も
見
い
出
さ
れ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
雑
踏
か
ら
の
正
し
い
出

口
は
、
ヴ
レ
ー
デ
（
レ
イ
セ
ネ
ン
）
に
立
ち
返
る
こ
と
で
は
な
い
と
私
は
思
う
。
ま
た
、
改
訂
版
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
ブ
ル
ト
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マ
ン
主
義
（
モ
ー
ガ
ン
）
へ
と
横
に
拡
大
す
る
こ
と
で
も
な
い
と
思
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
「
権
威
」、「
神
学
」、「
今
日
的
意

味
」
と
い
う
こ
と
の
新
し
い
見
解
を
抱
い
て
、
よ
り
広
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
進
む
こ
と
だ
と
思
う
。

こ
こ
で
は
歴
史
的
事
柄
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
判
断
が
実
際
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た

か
を
示
す
た
め
の
必
要
な
土
台
と
し
て
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
体
系
で
は
、
す
べ
て
の
権
威
は

究
極
的
に
創
造
神
に
属
す
る
。
そ
し
て
、（
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
は
さ
ら
に
言
っ
て
き
た
通
り
に
）
も
し
、
こ
の
神
は
イ
エ
ス
に

お
い
て
最
終
的
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
イ
エ
ス
も
イ
エ
ス
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
著
述
に
優
る
権
威
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

勿
論
、
多
く
の
人
々
は
、
私
た
ち
が
イ
エ
ス
に
関
し
て
知
る
こ
と
は
正
に
こ
れ
ら
の
著
述
に
よ
っ
て
知
る
の
で
、
こ
れ
は
間
違

っ
た
反
対
命
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
主
流
の
「
新
約
聖
書
神
学
」
で
は
ほ
と
ん
ど
妥
当
と
は
さ
れ

な
い
。
私
た
ち
が
見
て
き
た
通
り
に
、
福
音
書
で
は
福
音
書
記
者
と
そ
の
先
駆
者
た
ち
の
神
学
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
っ
て
、
直
接
イ
エ
ス
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
の
が
、「
新
約
聖
書
神
学
」
運
動
内
で
は
自
明
の
理
と
な
っ
て
い

る
。
も
し
、
す
べ
て
の
権
威
が
創
造
神
に
属
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
よ
う
な
「
権
威
」
が
新
約
聖
書
に
付
与
さ

れ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
限
界
は
何
か
を
描
写
す
る
の
は
非
常
に
微
妙
な
事
柄
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
見
て
き
た
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
初
期
キ
リ
ス
ト
教
史
と
二
つ
の
異
な
る
形
で
の
「
新
約
聖
書
神
学
」）

は
、
新
約
聖
書
学
者
の
世
界
で
は
続
け
て
追
求
さ
れ
て
き
た
。
新
約
聖
書
学
の
「
通
常
の
科
学
」（
ク
ー
ン
の
表
現
を
用
い
る

と
）濟
の
多
く
は
ヴ
レ
ー
デ
の
歴
史
的
課
題
、
ブ
ル
ト
マ
ン
的
「
新
約
聖
書
神
学
」、
そ
し
て
「
聖
書
神
学
」
運
動
の
形
跡
に
代
表

さ
れ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
満
た
そ
う
と
進
め
て
き
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
注
解
書
、
論
文
、
単
行
論
文
（
一
冊
に
ま
と
ま
っ
た
長

い
論
文
）
で
の
聖
書
学
者
た
ち
の
詳
細
な
活
動
に
意
味
と
目
的
、
興
奮
感
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
大
き
な
課
題

に
他
な
ら
な
い
。
啓
蒙
思
想
の
歴
史
に
対
す
る
渇
望
か
ら
、（
史
的
）
イ
エ
ス
の
探
究
が
現
れ
出
て
来
て
、
学
者
に
と
っ
て
も
教

会
に
と
っ
て
も
果
て
し
な
い
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
可
能
性
が
産
み
出
さ
れ
た
。
新
約
聖
書
神
学
に
対
す
る
ブ
ル
ト
マ
ン
的
渇
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望
か
ら
、
特
に
パ
ウ
ロ
神
学
の
主
要
な
研
究
と
福
音
書
伝
承
の
主
要
な
再
考
が
現
れ
て
来
た
。
戦
後
の
「
聖
書
神
学
」
運
動
か

ら
、
特
に
「
救
済
史
」
に
関
す
る
研
究
が
現
れ
た
。
新
し
い
課
題
は
登
場
し
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
新
約

聖
書
を
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
（
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
）
の
共
犯
の
疑
い
か
ら
自
由
に
し
よ
う
と
す
る
（
あ
る
い
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
共

犯
を
非
難
し
よ
う
と
す
る
）
戦
後
の
欲
求
が
特
に
見
ら
れ
る
。
全
領
域
で
活
動
の
不
足
は
な
か
っ
た
。

本
章
そ
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
起
源
と
神
に
関
す
る
問
い
」
の
シ
リ
ー
ズ
で
い
く
つ
か
の
新
し
い
積
極
的
提
案
に
取
り
か
か
り

た
い
と
私
が
願
っ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
絡
み
合
っ
た
様
々
な
論
点
に
他
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
歴
史
と
神
学
の
両
方

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
か
。
究
極
的
に
は
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
よ
り
幅
広
い
課
題
の
一
部
で

あ
る
。
よ
り
幅
広
い
課
題
と
は
、
私
の
信
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
神
学
者
や
キ
リ
ス
ト
者
だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
文
化
全
体

が
直
面
し
て
い
る
が
、
過
去
二
、三
世
紀
の
間
、
西
洋
世
界
を
支
配
し
て
き
た
基
本
的
世
界
観
の
内
的
崩
壊
を
面
前
に
し
て
基
本

的
世
界
観
の
再
考
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
歴
史
」
と
「
神
学
」
と
が
別
の
仕
切
り
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
ま
さ
に

目
下
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
世
界
観
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
今
私
た
ち
の
前
に
あ
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
、
こ
の
破
壊
的
二

元
論
な
し
で
関
連
す
る
資
料
を
正
当
化
す
る
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
理
路
整
然
と
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
一
つ
の

「
側
面
」
を
単
に
他
の
「
側
面
」
の
う
ち
に
消
滅
さ
せ
る
一
元
論
に
資
料
を
落
と
し
め
る
こ
と
を
し
な
い
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
、
こ
の
よ
う
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
直
面
し
て
い
る
。
新
約
聖
書
の
研
究
は
、
そ
の
よ
う
な
分

野
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
突
き
進
め
て
行
く
前
に
新
約
聖
書
の
研
究
の
第
三
の
要
素
を
手
短
に
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
私
た
ち
が
歴
史
家
で
あ
り
、
神
学
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
さ
ら
に
文
学
批
評
家
に
も

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
袞
）
文
学
批
評
（L

iterary
C
riticism

）

新
約
聖
書
学
者
の
中
に
は
、“literary

criticism
” 濕

と
聞
い
て
、
二
○
世
紀
の
前
半
に
有
名
に
な
っ
た
批
評
的
質
問
と
方
法
と

を
新
約
聖
書
に
適
応
す
る
こ
と
（
日
本
語
で
は
、
文
献
批
評
と
呼
ぶ
）
と
理
解
す
る
方
々
も
ま
だ
い
る
。
資
料
批
判
、
様
式
史
、

編
集
史濬
が
時
の
流
行
で
あ
っ
た
が
、
ま
だ
そ
う
で
あ
れ
ば
良
い
と
願
う
人
も
い
る
。
新
約
聖
書
の
研
究
の
か
な
り
の
部
分
で
は
、

こ
の
よ
う
な
事
柄
と
専
ら
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
れ
ら
と
共
に
新
約
聖
書
に
私
た
ち
が
今
見
い
出
す
記
者
の
意
図
ま
た
は
資
料

の
伝
達
者
た
ち
の
意
図
を
歴
史
的
に
分
析
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
新
約
学
の
世
界
は
過
去
数
年
間
に
見
紛
う
ま
で
に
変
わ
っ
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
文
学
批
評
の
興
隆
（
三

章
を
参
照
の
こ
と
）
の
結
果
、
本
質
的
に
近
代
的
学
問
分
野
は
決
定
的
に
時
代
遅
れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
近
代
的
学
問
分
野

と
は
、
伝
承
を
伝
達
し
た
初
期
の
共
同
体
を
探
究
し
た
り
、
複
雑
な
文
献
資
料
の
覆
い
を
取
り
去
っ
た
り
、
福
音
書
記
者
た
ち

が
こ
れ
ら
の
資
料
に
し
て
い
た
こ
と
を
厳
密
に
解
き
ほ
ぐ
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
福
音
書
研
究
の
新
し
い
強
調
点
は
、

創
造
的
福
音
書
記
者
と
い
う
よ
り
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
で
あ
る
。
読
む
こ
と
の
現
象
学
の
研
究
と
、
今
日
の
読
者
が
新
約

聖
書
を
読
む
時
に
何
が
起
る
か
へ
の
適
用
は
益
々
人
気
の
あ
る
研
究
分
野
と
な
っ
て
き
た濔
。
そ
し
て
、
歴
史
批
評
を
通
し
て
研

究
者
た
ち
が
探
し
求
め
て
い
た
良
い
結
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
、
脇
に
逸
れ
て
（
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
）
文
学
批
評
の

世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
近
年
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
私
た
ち
が
そ
こ
で
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
読
者
が
自
分
の
目

的
の
た
め
に
充
当
す
る
か
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
新
し
い
満
足
の
行
く
新
約
聖
書
の
読

み
が
産
み
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い濘
。

こ
の
よ
う
に
し
て
実
際
に
は
ブ
ル
ト
マ
ン
的
で
あ
る
新
し
い
仕
方
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
無
時
間
的
真
理
を
発
見
す
る
た
め

に
歴
史
を
す
る
代
わ
り
に
、
空
間
と
時
間
を
超
越
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
た
め
に
（
聖
書
の
）
文
献
を
研
究
す
る
の
で
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あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
一
括
提
案
で
は
近
代
性
内
で
達
成
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
こ
と
を
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
枠
内
で
達
成
し

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
と
し
て
は
、
こ
の
提
案
は
ヴ
レ
ー
デ
と
レ
イ
セ
ネ
ン
の
不
毛
な
実
証
主
義
か
ら
は
離
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
元
来
の
状
況
と
は
別
の
状
況
で
テ
ク
ス
ト
は
新
た
に
ど
の
よ
う
に
語
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
の
可
能
性
を

提
供
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
ブ
ル
ト
マ
ン
的
神
学
が
取
っ
た
古
典
的
形
と
は
違
い
、
こ
の
方
法
で
は
、
知
ら
な
い
も
の
（
新
約

聖
書
の
行
間
か
ら
復
元
す
る
初
期
キ
リ
ス
ト
教
）
の
代
わ
り
に
知
っ
て
い
る
も
の
（
実
際
の
テ
ク
ス
ト
）
か
ら
始
め
、
研
究
す

る
と
い
う
測
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
利
点
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
提
案
は
ま
だ
い
く
つ
か
の
深
刻
な
問
題
と
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
新

約
聖
書
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
、
モ
デ
ル
内
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
例
え
ば
、『
ト
マ
ス
の
福
音
書
』
ま
た
は

『
ピ
ル
ケ
・
ア
ボ
ッ
ト
』
あ
る
い
は
『
高
慢
と
偏
見
』
を
同
等
の
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
ど
う
し
て
読
ま
な
い
の
か
。
同
様
に
、

モ
デ
ル
が
歴
史
に
提
供
す
る
継
続
的
地
位
が
何
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
ど
う
し
て
具
体
的
に
文

学
に
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ど
う
し
て
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
芸
術
と
か
、
古
器
物
に
集
中
し
な
い
の
か
。
文
学
が

よ
り
明
ら
か
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
研
究
に
受
け
入
れ
ら
れ
易
い
と
言
う
だ
け
か
。
あ
る
い
は
、
一
つ
の
複
雑
な
テ
ク
ス
ト
（
新

約
聖
書
）
で
全
領
域
に
影
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
全
課
題
が
テ
ク
ス
ト
の
こ
と
ば
で
な
さ
れ
る
べ
き
と
私
た
ち
は
誤

解
し
て
い
る
の
か
。
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
な
読
み
で
イ
エ
ス
が
一
体
ど
こ
に
入
り
込
む
の
か
が
ま
だ
全
く
明
ら
か
で
は
な
い
。

あ
る
い
は
、
た
と
え
ば
な
し
を
私
た
ち
が
読
む
際
に
、
イ
エ
ス
自
身
の
元
来
口
頭
で
あ
っ
た
芸
術
の
文
書
版
に
出
会
っ
て
い
る

と
言
う
の
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
こ
の
方
法
が
主
観
主
義
に
陥
る
の
を
ど
の
よ
う
に
防
い
だ
ら
良
い
か
。

こ
れ
ら
の
問
い
を
さ
ら
に
三
章
で
追
求
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

読
者
志
向
の
研
究
で
強
調
点
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
に
移
行
し
て
い
く
と
同
時
に
、
元
来
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
文
献
の

歴
史
的
研
究
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
の
研
究
者
た
ち
と
は
全
く
異
な
る
現
象
を
探
し
求
め
て
い
る
。
聖
書
学
の
専
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門
家
た
ち
は
、
古
典
学
の
同
僚
の
後
に
従
っ
て
、
厳
密
な
資
料
復
元
の
果
て
し
な
い
、
そ
し
て
拷
問
の
よ
う
な
探
究
を
遂
に
放

棄
し
た濱
。
古
代
の
修
辞
学
上
の
慣
習
と
文
学
上
の
慣
習
と
形
式
に
関
す
る
多
量
の
研
究
を
、
そ
し
て
新
約
聖
書
の
研
究
に
は
、

そ
う
い
う
分
野
の
研
究
成
果
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
主
張
も
見
て
き
た濮
。
一
つ
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
当
時
の
歴
史
的

地
図
の
上
に
新
約
聖
書
の
文
献
を
位
置
付
け
る
こ
と
を
試
み
て
い
て
、
ヴ
レ
ー
デ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
新
し
い
欠
落
を
補
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
自
分
た
ち
の
共
同
体
内
で
文
書
の
考
え
ら
れ
る
受
容
を
評
価
す
る
試
み
と
も
機
能
す
る
。
実
質
的

に
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
現
象
を
近
代
的
（
歴
史
的
）
に
分
析
す
る
こ
と
に
な
る
。
余
り
に
も
長
い
間
、
パ
ウ
ロ
の
書
い
た
物
や

マ
タ
イ
の
書
い
た
物
を
読
ん
だ
人
々
は
基
本
的
に
現
代
の
読
者
た
ち
と
類
似
し
て
い
る
と
学
者
た
ち
は
想
定
し
て
き
た
。
そ
こ

で
、
私
た
ち
に
困
難
と
思
わ
れ
る
も
の
は
た
ぶ
ん
当
時
の
読
者
た
ち
に
も
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
て
き
た
。
古
代
の
弁

論
の
慣
習
と
著
述
の
慣
習
を
研
究
し
て
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
種
の
大
々
的
な
時
代
錯
誤
が
や
は
り
時
代
錯
誤
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
で
は
新
約
聖
書
の
完
璧
な
読
み
方
で
は
な
い

が
、
明
ら
か
に
全
体
的
な
課
題
に
主
要
な
貢
献
が
で
き
る
。

（
衵
）
課
題
の
再
表
現

簡
潔
に
新
約
聖
書
を
読
む
上
で
の
課
題
と
な
る
主
要
な
構
成
要
素
を
現
代
の
議
論
と
そ
の
方
向
と
い
う
視
点
か
ら
調
べ
て
き

た
。
こ
こ
で
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
創
造
的
に
統
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
テ
ク
ス
ト
に
権

威
が
あ
る
と
す
る
前
近
代
（
プ
リ
モ
ダ
ン
）
的
強
調
点
、
テ
ク
ス
ト
（
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
）
が
還
元
で
き
な
い
ほ

ど
に
歴
史
に
統
合
さ
れ
、
神
学
と
拘
わ
っ
て
い
る
と
す
る
近
代
（
モ
ダ
ン
）
的
強
調
点
、
そ
し
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
強
調
す
る

テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
私
た
ち
は
組
み
合
わ
せ
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
別
の
表
現
を
使
う
な
ら
ば
、
ヴ
レ
ー
デ
の
強
調
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す
る
（
イ
エ
ス
の
歴
史
を
含
め
た
）
真
剣
な
歴
史
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
強
調
す
る
規
範
的
神
学
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
強
調
す
る
テ

ク
ス
ト
と
読
者
を
同
時
に
正
当
に
扱
う
必
要
が
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
権
利
を
主
張
し
、
自
分
の
領
土
と
看
做
す

土
地
を
分
か
ち
合
う
の
を
嫌
う
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
尊
大
な
主
張
は
妨
害
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い濛
。

実
証
主
義
の
道
（
二
章
参
照
の
こ
と
）
で
、
ま
た
は
無
時
間
的
真
理
を
探
し
求
め
て
、
ま
た
は
私
の
今
の
読
み
に
た
だ
集
中

し
て
私
た
ち
は
前
進
で
き
る
と
は
な
か
な
か
思
え
な
い
。
組
み
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
唯
一
の
方

法
は
、
今
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
の
文
学
、
歴
史
、
神
学
に
拘
わ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か
を
新
た
に

調
べ
る
こ
と
に
よ
る
と
私
は
提
案
し
た
い
。
こ
れ
が
第
二
部
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
課
題
と
取
り
組
む
途
中
で
、
こ

れ
ら
の
課
題
を
実
施
す
る
仕
方
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
物
語
を
語
り
た
い
と
思
う
。
そ
の
物
語
で
既
に
他
の
と
こ
ろ
で
語
ら
れ

て
き
た
い
く
つ
か
の
物
語
を
覆
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
非
常
に
受
け
入
れ

が
た
い
形
で
考
え
う
る
歴
史
的
、
神
学
的
答
え
の
領
域
を
予
め
狭
め
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
の
時
代
の
世
界
で
は
、
制
御

す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
余
り
に
も
不
確
か
で
あ
る
の
で
、
新
た
な
仕
方
で
こ
れ
ら
の
課
題
に
語
り
か
け
る
機
会
も
あ
る
。
願
わ
く

は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
た
だ
単
に
個
人
的
成
長
ま
た
は
学
的
満
足
を
得
る
だ
け
で
は
な
く
（
途
中
で
得
ら
れ
れ
ば
理
想
的
で

は
あ
る
が
）、
よ
り
広
い
目
標
、
で
き
れ
ば
「
神
の
国
」
を
前
進
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
議
論
を
少
し

先
取
り
し
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
部
の
議
論
の
光
に
照
ら
し
て
、
新
約
聖
書
の
著
述
が
生
ま
れ
た
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
仮
説
を
建
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
歴
史
的
に
復
元
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
以
前
に

比
べ
て
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
し
て
は
か
な
り
多
く
の
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
第
三
部
で
は
、
こ
の
新
し
い
知
識
か
ら
詳
細
に

学
び
取
り
た
い
。
初
代
教
会
史
を
復
元
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
は
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。
資
料
の
不
足
の
結
果
、
あ
る
程

度
の
空
想
で
復
元
が
な
さ
れ
て
き
た
。
私
た
ち
の
特
定
の
課
題
は
、
イ
エ
ス
や
パ
ウ
ロ
を
論
じ
な
い
で
、
紀
元
三
○
年
と
七
○
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年
の
間
の
キ
リ
ス
ト
教
を
描
写
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
多
少
作
為
的
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

に
言
及
し
な
い
で
一
七
五
○
年
か
ら
一
八
五
○
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
を
論
じ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
つ

の
理
由
で
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
イ
エ
ス
と
パ
ウ
ロ
と
い
う
主
要
な
人
物
を
研
究
す
る
歴
史
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
描
写
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
情
報
は
、

文
書
の
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
初
期
の
時
代
に
生
き
、
特
定
の
必
要
に
取
り
組
ん
で
い
た
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
伝
承
と

し
て
伝
達
し
、
最
後
に
文
書
化
し
た
文
書
で
あ
る
。
従
っ
て
、
十
分
に
歴
史
に
敏
感
で
注
意
深
く
福
音
書
を
読
む
た
め
に
は
初

代
教
会
自
体
に
つ
い
て
あ
る
程
度
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
第
四
部
で
扱
う
。
そ
し
て
第
四
部
で
い
く

つ
か
の
鍵
と
な
る
論
点
を
暫
定
的
に
再
表
現
す
る
段
階
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
勿
論
必
然
的
に
循
環

論
法
に
な
る
が
、
第
二
部
で
論
じ
る
よ
う
に
決
し
て
悪
循
環
で
は
な
い
。
す
べ
て
真
剣
な
歴
史
的
復
元
と
認
識
論
的
復
元
に
は

必
然
的
に
循
環
論
法
が
伴
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
本
書
の
議
論
を
経
て
、
後
の
続
く
イ
エ
ス
を
取
り
扱
う
一
巻
、
パ
ウ
ロ
を
取
り
扱
う
一
巻
、
福
音
書
を
取
り

扱
う
一
巻
の
た
め
の
準
備
が
完
成
す
る
。
こ
こ
数
十
年
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
研
究
と
関
心
の
多
く
の
新
し
い
波
が
起
っ
て
い
る

が
、
歴
史
的
に
も
神
学
的
に
も
統
合
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
大
き
な
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
試
み
る
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で

時
々
執
筆
さ
れ
て
き
た
「
新
約
聖
書
神
学
（N

ew
Testam

ent
theologies

）」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
を
私
は
書
い
て
い

る
。
し
か
し
、
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
の
モ
デ
ル
の
古
典
的
な
公
式
化
と
私
の
考
え
る
課
題
と
目
標
と
に
は
相
違
点
が
あ
る

こ
と
も
私
は
意
識
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
第
一
巻
は
一
つ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
取
り
組
む
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
り
、
別
の
意
味

で
は
こ
れ
自
体
で
十
分
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
一
世
紀
の
問
題
と
の
関
係
で
歴
史
、
神
学
、
そ
し
て
文
学
研

究
を
す
る
特
定
の
仕
方
が
論
じ
ら
れ
る
。
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
一
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
定
の
理
解
の
仕
方
が
論
じ
ら
れ



て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
思
考
形
態
内
で
「
神
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
関
し
て
暫
定
的
に
議
論

が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
研
究
と
神
学
研
究
と
が
現
代
世
界
に
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
今
日
的
意
味
が
あ

る
か
に
つ
い
て
の
予
備
的
議
論
も
提
供
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
課
題
が
あ
る
意
味
で
約
束
の
土
地
に
入
り
、
取
得

す
る
課
題
の
単
な
る
準
備
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
小
作
人
た
ち
が
地
主
の
指
示
に

耳
を
傾
け
た
な
ら
ば
、
ぶ
ど
う
園
に
つ
い
て
の
論
争
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
ら
が
申
命
記
の
警
告
に
耳
を
傾

け
た
な
ら
ば
、
遂
に
ヨ
ル
ダ
ン
川
を
渡
っ
た
時
に
は
も
っ
と
多
く
の
乳
と
蜜
が
あ
り
、
悲
惨
と
不
正
は
も
っ
と
少
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

注
本
稿
は
、『
基
督
神
学
』
第
十
二
号
（
二
○
○
○
年
三
月
）
三
六
〜
五
九
頁
掲
載
の
続
き
で
、N

.
T.

W
right,

T
he

N
ew

T
estam

ent
and

the
People

of
G

od
(London:SPC

K
;M

inneapolis:Fortress,1992
1992

N
icholas

T
hom

as
W

right)

Part
O

ne:Introduction:C
hapter

O
ne:C

hristian
O

rigins
and

the
N

ew
Testam

ent
2.T

he
T

ask
(iii)T

he
H

istory

ofE
arly

C
hristinaity,(iv)‘N

ew
Testam

ent
T

heology’,(v)Literary
C

riticism
,(vi)T

he
T

ask
R

estated
(pp.14–28)

の
邦
訳
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
翻
訳
し
、
掲
載
す
る
こ
と
を
許
可
下
さ
っ
た
著
者
に
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
わ
し
た
い
。

漓
議
論
の
歴
史
に
関
し
て
は
、W

.G
.K

üm
m

el,
T

he
N

ew
T

estam
ent:

T
he

H
istory

of
the

Investigation
of

Its
Problem

s.

T
rans.S.M

.G
ilm

our
and

H
.C

.K
ee.(N

ashville:A
bingdon;London:SC

M
,1972

[1972])

を
参
照
の
こ
と
。
議
論

の
余
地
は
あ
る
が
、
現
代
の
詳
細
な
扱
い
に
関
し
て
は
、H

.
K

oester,
Introduction

to
the

N
ew

T
estam

ent.
V

ol.
2.

H
istory

and
Literature

of
E

arly
C

hristianity.H
erm

eneia:
F

oundations
and

F
acets.

(P
hiladelphia:

F
ortress;

B
erlin

&
N

ew
York:de

G
ruyter,1982)

を
参
照
の
こ
と
。
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滷
世
界
観
と
信
仰
体
系
、
そ
し
て
両
者
の
関
係
に
関
し
て
は
、
五
章
を
参
照
の
こ
と
。

澆
例
え
ば
、J.

D
.

G
.

D
unn,

U
nity

and
D

iversity
in

the
N

ew
T

estam
ent:

A
n

Inquiry
Into

the
C

haracter
of

E
arliest

C
hristianity.(L

ondon:
SC

M
;

Philadelphia:
W

estm
inster,

1977)

、
そ
し
てD

.
G

eorgi,
T

he
O

pponents
of

Paul
in

Second
C

orinthians.T
rans.H

.A
ttridge

and
others.Studies

ofthe
N

ew
Testam

ent
and

its
W

orld.(E
dinburgh:

T
&

T
C

lark,1987;Philadelphia:Fortress,1986
[1964]);J.M

.B
arclay,‘M

irror-R
eading

a
Polem

icalLetter:

G
alatians

as
a

Test
C

ase.’Journalfor
the

Study
of

the
N

ew
T

estam
ent31

(1987)pp.73–93

な
ど
の
パ
ウ
ロ
の
論
敵

の
研
究
を
参
照
の
こ
と
。

潺
ヴ
レ
ー
デ
（
ヴ
レ
ー
デ
の
論
文
はR

obert
M

organ,
T

he
N

ature
of

N
ew

T
estam

ent
T

heology:
T

he
C

ontribution
of

W
illiam

W
rede

and
A

dolf
Schlatter.Studies

in
B

iblicalT
heology

[second
series],no.25.[London:SC

M
,1973]

pp.68–116

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
か
ら
レ
イ
セ
ネ
ン
（H

eikkiR
äisänen,B

eyond
N

ew
T

estam
ent

T
heology:A

Story

and
a

Program
m

e
[London:SC

M
;Philadelphia:T

rinity
Press

International,1990]

）
に
至
る
流
れ
を
御
参
考
下
さ

い
。

潸
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
目
指
す
の
は
、
ヴ
レ
ー
デ
の
「
描
写
的
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
神
学
的
規
定
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
組
み
合
わ
せ

る
、
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
と
彼
の
学
派
の
研
究
を
だ
い
た
い
描
写
し
て
い
る
。

澁
有
名
な
ス
テ
ン
ダ
ー
ル
の
論
文
（K

rister
Stendahl,‘B

iblicalT
heology’.In

T
he

Interpreter’s
D

ictionary
ofthe

B
ible,

vol.
1,

pp.
418–32.

[N
ashville:

A
bingdon

P
ress,

1962]
）
を
御
参
考
下
さ
い
。（
こ
の
論
文
に
つ
い
て
はR

obert

M
organ,‘T

he
H

istoricalJesus
and

the
T

heology
of

the
N

ew
Testam

ent.’In
T

he
G

lory
of

C
hrist

in
the

N
ew

T
estam

ent:
Studies

in
C

hristology
in

M
em

ory
of

G
eorge

B
radford

C
aird,

ed.
L

.
D

.
H

urst
and

N
.

T.
W

right

[O
xford:C

larendon
Press,1987],p189;H

eikki
R

äisänen,B
eyond

N
ew

T
estam

entT
heology,pp.74f.

な
ど
で
論
じ



ら
れ
て
い
る
。）

澀
こ
の
良
い
例
はH

üns
K

äng,T
he

C
hurch,T

rans.R
ay

O
ckenden

and
R

osaleen
O

ckenden.(N
ew

York:Sheed
&

W
ard,1967),pp.180,293–4

に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
別
の
も
の
と
し
て
は
、
ク
ロ
ッ
サ
ン
、
マ
ッ
ク
な
ど
が
近
年

試
み
て
い
る
も
の
で
、
Ｑ
資
料
と
「
ト
マ
ス
の
福
音
書
」
と
が
、
正
典
の
福
音
書
よ
り
も
早
く
、
イ
エ
ス
の
生
涯
に
関
す
る

も
っ
と
も
初
期
の
資
料
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
後
の
十
四
章
を
参
照
の
こ
と
）。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
の

よ
う
な
説
が
正
し
い
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
も
っ
と
も
初
期
の
資
料
が
も
っ
と
も
権
威
が
あ
り
、
多
く
の
様
々
な
見
解
を
持

つ
人
々
が
自
ら
の
好
む
資
料
を
で
き
る
限
り
初
期
に
追
い
や
ろ
う
と
す
る
前
提
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ケ
ー
ゼ
マ
ン

な
ど
に
見
ら
れ
る
昨
今
ル
タ
ー
派
教
会
で
主
流
と
な
っ
て
い
る
見
解
と
は
異
な
る
。
ケ
ー
ゼ
マ
ン
ら
に
よ
る
と
、
最
初
期
の

（
ユ
ダ
ヤ
的
）
キ
リ
ス
ト
教
を
パ
ウ
ロ
が
訂
正
し
た
、
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
つ
の
伝
統
内
で
の
パ
ウ
ロ
の
地
位
が
強
す

ぎ
て
、
最
初
期
の
資
料
を
好
む
と
い
う
通
常
の
力
強
い
傾
向
が
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
。

潯
二
○
世
紀
前
半
の
よ
り
古
い
宗
教
史
学
派
（
Ｗ
・
ブ
ー
セ
ッ
ト
ら
に
見
ら
れ
る
）
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
高
め

ら
れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
宗
教
史
学
派
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
理
想
化
さ
れ
た
。
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
教

は
、
近
年
で
は
ケ
ー
ゼ
マ
ン
ら
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
正
典
の
中
心
を
常
に
占
め
て
き
た
。

潛
こ
の
二
通
り
の
う
ち
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
前
者
を
、
ダ
ン
は
後
者
を
選
ん
だ
。

濳H
eikkiR

äisänen,B
eyond

N
ew

T
estam

entT
heology,p.199

n.48.

潭
例
え
ば
、G

erd
T

heissen,
Sociology

of
E

arly
Palestinian

C
hristianity.[

英
国
で
の
書
名
は：

T
he

First
Follow

ers
of

Jesus].T
rans.J.B

ow
den.(Philadelphia:Fortress;London:SC

M
,1978),p.119;W

ayne
A

.M
eeks,

T
he

M
oral

W
orld

ofthe
FirstC

hristians.(Philaldephia:W
estm

inster;London
:SPC

K
,1986),pp.161f.

な
ど
。

澂
こ
れ
は
、
例
え
ば
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
、
ヴ
ェ
ル
メ
ッ
シ
ュ
、
サ
ン
ダ
ー
ス
な
ど
が
辿
っ
た
線
で
あ
る
。
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潼
様
々
な
形
で
、
キ
ュ
ン
メ
ル
、
ゴ
ッ
ペ
ル
ト
、
ダ
ン
を
参
照
の
こ
と
。R

obert
M

organ,‘T
he

H
istoricalJesus

and
the

T
heology

ofthe
N

ew
Testam

ent.’In
T

he
G

lory
ofC

hristin
the

N
ew

T
estam

ent:Studies
in

C
hristology

in
M

em
ory

of
G

eorge
B

radford
C

aird,
ed.

L
.

D
.

H
urst

and
N

.
T.

W
right,

(O
xford:

C
larendon

Press,
1987),

pp.
187–206;

H
eikkiR

äisänen,B
eyond

N
ew

T
estam

entT
heology

で
の
議
論
を
参
照
の
こ
と
。

潘
マ
イ
ヤ
ー
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｍ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
批
判
（B
en

F.
M

eyer,
C

ritical
R

ealism
and

the
N

ew
T

estam
ent.

Princeton
T

heologicalM
onograph

Series,vol.17,[A
llison

Park,Pennsylvania:Pickw
ickPublications,1989],

p.63

）
を
参
照
の
こ
と
。

澎[

新
約
聖
書
神
学
」
に
関
す
る
基
本
的
議
論
に
つ
い
て
は
特
にH

.R
äisänen,B

eyond
N

ew
T

estam
ent

T
heology;B

en
F.

M
eyer,

C
ritical

R
ealism

and
the

N
ew

T
estam

ent.Princeton
T

heological
M

onograph
Series,

vol.
17.

(A
llison

Park,Pennsylvania:Pickw
ick

Publication,1989)ch.3
and

esp.ch.10

を
参
照
の
こ
と
。
さ
ら
に
下
記
の
文
献
も
参

照
の
こ
と
。R

obert
M

organ,T
he

N
ature

of
N

ew
T

estam
entT

heology;R
obert

M
orogan,‘A

Straussian
Q

uestion

to
“N

ew
Testam

ent
T

heology”’N
ew

T
estam

ent
Studies

23
(1977),pp.243–65;R

obert
M

organ,‘T
he

H
istorical

Jesus
and

the
T

heology
of

the
N

ew
T

estam
ent.’;

E
.

K
äsem

ann,
‘T

he
P

roblem
of

a
N

ew
T

estam
ent

T
heology.’

N
ew

T
estam

ent
Studies

19
(1973),pp.235–45;G

eorg
Strecker,ed.

D
as

Problem
e

der
T

heologie
des

N
euen

T
estam

ents.W
ege

der
F

orschung.
(D

arm
stadt:

W
issenschaftliche

B
uchgesellschaft,

1975);
P

eter

Stuhlm
acher,H

istoricalC
riticism

and
T

heologicalInterpretation
of

Scripture:T
ow

ards
a

H
erm

eneutics
of

C
onsent.

T
rans.R

oy
A

.H
arrisville.(Philadelphia:Fortress;London:SPC

K
,1977);Jam

es
D

.G
.D

unn
and

Jam
es

P.

M
ackey,

N
ew

T
estam

ent
T

heology
in

D
ialogue.B

iblical
F

oundations
in

T
heology.

(L
ondon:

S
P

C
K

,
1987);

R
eginald

H
.Fuller,‘N

ew
Testam

ent
T

heology.’In
T

he
N

ew
T

estam
ent

and
Its

M
odern

Interpreters,ed.E
ldon
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J.E
pp

and
G

eorge
W

.M
acR

ae,(A
tlanta,G

a:Scholars
Press;Philadelphia:Fortress,19898),pp.565–84.

実
際

の
「
新
約
聖
書
神
学
」
と
し
て
は
下
記
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。R

udolf
B

ultm
ann,

T
heology

of
the

N
ew

T
estam

ent.

T
rans.K

endrick
G

robel.(N
ew

York:Scribner’s;London:SC
M

,1951–5);H
ans

C
onzelm

ann,A
n

O
utline

of
the

T
heology

of
the

N
ew

T
estam

ent.T
rans.John

B
ow

den
(N

ew
York:H

arper&
R

ow
,1969);W

erner
K

üm
m

el,T
he

T
heology

of
the

N
ew

T
estam

ent:
A

ccording
to

Its
M

ajor
W

itnesses,
Jesus-Paul-John.(N

ashville:A
bingdon,1973);

Stephen
C

.N
eill,Jesus

T
hrough

M
any

E
yes:

Introduction
to

the
T

heology
of

the
N

ew
T

estam
ent.(Philadelphia:

F
ortress,

1976);
L

eonhard
G

oppelt,
T

heology
of

the
N

ew
T

estam
ent.Vol.

1.
T

he
M

inistrty
of

Jesus
in

Its

T
heologicalSignificance.T

rans.John
E

,A
lsup.E

d.Jürgen
R

oloff.(G
rand

R
apids,M

ich.:E
erdm

ans,1981);

Leonhard
G

oppelt,T
heology

of
the

N
ew

T
estam

ent.Vol.2.T
he

Variety
and

U
nity

ofthe
A

postolic
W

itness
to

C
hrist.T

rans.John
E

.A
lsup.E

d.Jürgen
R

oloff.(G
rand

R
apids,M

ich.:E
erdm

ans,1982)

澑
こ
の
こ
と
に
関
す
る
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
た
表
現
の
た
め
に
は
、R

obert
M

organ,
‘T

he
H

istorical
Jesus

and

the
T

heology
ofthe

N
ew

Testam
ent’pp.198ff.

を
参
照
の
こ
と
。

濂
こ
の
用
語
（
解
釈
「
学]

）
は
、
テ
ク
ス
ト
が
歴
史
的
に
解
釈
さ
れ
た
後
に
、
始
め
て
行
な
わ
れ
る
「
適
用
」
の
プ
ロ
セ
ス
を

指
す
の
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
質
的
に
実
証
主
義
的
な
立
場
に
第
二
部
で
反
論
を
加
え
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
過
去
二
世
紀
の
間
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
り
広
い
意
味
で
用
い
よ
う
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、「
解

釈(

学)

」
と
い
う
用
語
は
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
的
読
み
を
も
含
め
て
、
理
解
全
体
の
活
動
を
指
し
示
す
。
特
にA

.
C

.

T
hiselton,T

he
T

w
o

H
orizons:N

ew
T

estam
entH

erm
eneutics

and
PhilosophicalD

escription
w

ith
SpecialR

eference
to

H
eidegger,

B
ultm

ann,
G

adam
er

and
W

ittgenstein.(E
xeter:Paternoster,1980);A

.C
.T

hiselton,N
ew

H
orizons

in

H
erm

eneutics:T
heory

and
Practice

of
T

ransform
ing

B
iblicalR

eading.(London
&

N
ew

York:H
arperC

ollins,1992)
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を
参
照
の
こ
と
。W

erner
G

.Jeanrond,‘H
erm

eneutics.’In
A

D
ictinary

ofB
iblicalInterpretation,ed.R

.J.C
oggins

and
J.L.H

oulden,(London:SC
M

;Philadelphia:T
rinity

Press
International,1990),pp.282–84

に
は
簡
潔
な
要

約
が
あ
る
。

潦F
rank

K
erm

ode,
T

he
G

enesis
of

Secrecy:
O

n
the

Interpretation
of

N
arrative.(C

am
bridge,

M
ass.:

H
arvard

U
niversity

Press,1979),p.44：

「
ア
レ
ゴ
リ
ー
（
寓
喩
）
は
、
無
尽
蔵
な
解
釈
的
可
能
性
と
取
り
組
む
教
父
た
ち
の
仕
方

で
あ
る
。」
を
参
照
の
こ
と
。A

ndrew
Louth,D

iscerning
the

M
ystery:A

n
E

ssay
on

the
N

ature
of

T
heology.(O

xford:

C
larendon

Press,1983)

を
参
照
の
こ
と
。

澳
ボ
ル
ン
カ
ム
の
一
九
六
九
年
の
著
作
な
ど
の
書
名
（「
初
期
キ
リ
ス
ト
教
体
験
」[G

ünther
B

ornkam
m

,
E

arly
C

hristian

E
xperience.T

rans.P.L
.H

am
m

er.(L
ondon:SC

M
,1969)]

）
と
議
論
の
背
後
に
、
こ
の
よ
う
な
強
調
を
私
は
感
じ
る
。

澣G
.E

.W
right,G

od
W

ho
A

cts:
B

iblicalT
heology

at
R

ecital.Studies
in

B
iblicalT

heology.(London:SC
M

,1962);

K
rister

Stendahl,‘B
iblicalT

heology.’In
T

he
Interpreter’s

D
ictionary

of
the

B
ible,vol.1,(N

ashville:A
bingdon

Press,1962)pp.418–32.

を
参
照
の
こ
と
。

澡「『
良
き
サ
マ
リ
ヤ
人
』
の
た
と
え
ば
な
し
の
詳
細
に
関
す
る
私
の
読
み
方
は
、
自
然
な
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
れ
こ
そ
が
文
化
的
で
恣
意
的
な
思
想
の
習
慣
を
真
正
化
す
る
、
ま
た
は
普
遍
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
私
の
仕
方
で
あ

る
だ
け
で
あ
る
。」（F

rank
K
erm
ode,T

he
G

enesis
ofSecrecy.p.35

）
を
参
照
の
こ
と
。

澤[

正
典
内
の
正
典
」
の
問
題
に
関
し
て
は
、E

rnst
K

äsem
ann,

D
as

N
eue

T
estam

ent
als

K
anon.

(G
öttingen:

Vandenhoeck
und

R
uprecht,1970);W

olfgang
Schrage,‘D

ie
F

rage
nach

der
M

itte
und

dem
K

anon
im

K
anon

des
N

euen
Testam

ents
in

der
N

eueren
D

ikussion.’In
R

echtfertigung.Festschrift
für

E
rnst

K
äsem

ann
zum

70.
G

eburtstag,
ed.

J.F
riedrich

,
W

.
P

öh
lm

ann,
and

P.
S

tuh
lm

ach
er,

(T
übingen:

M
oh

r;
G

öttingen:
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Vandenhoeck
&

R
uprecht,

1979),
pp.

415–42

の
古
典
的
議
論
を
参
照
の
こ
と
。
そ
し
て
、
最
近
の
議
論
の
中
で
は
、

H
eikkiR

äisänen,B
eyond

N
ew

T
estam

entT
heology

を
参
照
の
こ
と
。「
黙
示
的
、
黙
示
文
学
」
の
移
り
行
く
運
命
に
関

し
て
は
、K

laus
K

och,T
he

R
ediscovery

of
A

pocalyptic:
A

Polem
icalW

ork
O

n
a

N
eglected

A
rea

of
B

iblicalStudies

and
Its

D
am

aging
E

ffects
on

T
heology

and
Philosophy.T

rans.M
argaret

K
ohl.Studies

in
B

iblicalT
heology,vol.

2.22.(London:SC
M

,1972
[1970])

と
後
述
の
本
書
十
章
を
参
照
の
こ
と
。

澹R
udolf

B
ultm

ann,
T

heology
of

the
N

ew
T

estam
ent.T

rans.K
endrick

G
robel.(N

ew
York:Scribner’s;London:

SC
M

,1951),p.3

濆
こ
れ
の
興
味
深
い
例
は
、
テ
ィ
ー
リ
ッ
ヒ
の
立
場
で
あ
る
。
テ
ィ
ー
リ
ッ
ヒ
と
Ｃ
・
Ｈ
・
ド
ッ
ド
と
の
論
争
に
見
事
に
強
調

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
争
はL

angdon
G

ilkey

が
記
録
し
、F.

W
.

D
illiston,

C
.

H
.

D
odd:

Interpreter
of

the
N

ew

T
estam

ent.(London:
H

odder
&

Stoughton,
1977),

pp.
241–3

に
公
に
な
っ
て
い
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
関
し
て
は
、

例
え
ば
一
五
二
一
年
の
彼
のL
oci

C
om

m
unes

を
参
照
の
こ
と
。
キ
リ
ス
ト
が
ど
う
し
て
自
ら
人
間
の
肉
体
を
取
り
、
十

字
架
に
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
歴
史
上
の
イ
エ
ス
の
生
涯
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
何
の
益
を

得
る
か
。
こ
の
よ
う
な
立
場
を
取
る
一
人
の
現
代
の
解
釈
者
は
、
キ
リ
ス
ト
を
知
る
こ
と
は
「
歴
史
ま
た
は
地
上
の
イ
エ
ス

と
知
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
」
達
成
で
き
な
い
、
と
書
き
記
し
て
い
る
（A

rland
J.H

ultgren,C
hristand

H
is

B
enefits:

C
hristology

and
R

edem
ption

in
the

N
ew

T
estam

ent.[Philadelphia:Fortress,1987],p.3

）

澪H
.R

äisänen,B
eyond

N
ew

T
estam

entT
heology,pp.114f.

の
議
論
を
参
照
の
こ
と
。

濟T
hom

as
S.K

uhn,T
he

Structure
of

Scientific
R

evolutions.2nd
edn.(C

hicago:C
hicago

U
niversity

Press,1970

[1962])

至
る
所
に
。

濕[

訳
者
注]

日
本
語
で
は
文
献
批
評
と
文
学
批
評
と
訳
し
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
英
語
で
は
ど
ち
ら
もliterary
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ciriticism

で
区
別
が
つ
か
な
い
。

濬[
訳
者
注]

日
本
語
で
は
、
文
学
批
評
、
文
献
批
評
、
資
料
批
判
、
様
式
史
、
編
集
史
と
な
る
が
、
英
語
で
はliterary

ciriticism
,

source-criticism
,

form
-criticism

,
redaction-criticism

と
な
る
。
日
本
語
の
様
式
史
、
編
集
史
は
英
語

か
ら
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
語
（F

orm
geschichte,R

edaktionsgeschichte

）
か
ら
の
訳
で
あ
る
。

濔E
.P.Sanders

and
M

argaret
D

avies,Studying
the

Synoptic
G

ospels.(London:SC
M

;Philadelphia:T
rinity

Press

International,1989)

の
十
五
章
と
十
六
章
を
参
照
の
こ
と
。

濘R
obert

M
organ,

B
iblical

Interpretation.In
collaboration

w
ith

John
B

arton.
O

xford
B

ible
S

eries.
(O

xford:

O
xford

U
niversity

Press,1988),pp.199,286

を
参
照
の
こ
と
。
近
年
の
関
連
の
あ
る
多
く
の
文
献
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

濱
こ
れ
は
勿
論
一
般
論
で
あ
っ
て
、
歴
史
上
の
Ｑ
を
探
究
す
る
こ
と
が
以
前
に
増
し
て
重
大
だ
と
考
え
る
人
々
も
い
る
。
こ
の

こ
と
に
関
し
て
は
十
四
章
を
参
照
の
こ
と
。

濮H
ans-D

ieter
B

etz,
G

alatians:
A

C
om

m
entary

on
Paul’s

L
etter

to
the

C
hurches

in
G

alatia.H
erm

eneutica.

(Philadelphia:Fortress,1979)

が
良
い
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、Stanley

K
.Stow

ers,Letter-W
riting

in
G

reco-R
om

an

A
ntiquity.Library

of
E

arly
C

hristianity,vol.5.(Philadelphia:Fortress:W
estm

inster;London:SPC
K

,1986)

も
参
照
の
こ
と
。
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
学
者
と
し
て
の
第
一
歩
を
、
こ
の
種
の
研
究
で
始
め
て
い
る
（R

udolfB
ultm

ann,D
er

Stilder
paulinischen

Predigtund
die

kynisch-stoische
D

iatribe.[G
öttingen:Vandenhoeck

und
R

uprecht,1910]

）。

濛
リ
ク
ー
ル
に
従
っ
てF

rank
K

erm
ode

(T
he

G
enesis

ofSecrecy,pp.79f.)

が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
。
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