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第
一
章
　
問
題
の
所
在

「
問
一
一
五
　
こ
の
世
で
は
、
誰
も
十
戒
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
一
体
、
な
ぜ
、
神
は
、
わ
た
し
た
ち
に
、
そ
ん
な

に
厳
し
く
十
戒
を
、
説
教
さ
せ
給
う
の
で
し
ょ
う
か
。

答
　
第
一
に
、
わ
た
し
た
ち
が
、
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
罪
深
い
性
質
を
、
ま
す
ま
す
認
識
し
、
そ
れ
だ
け
、

熱
心
に
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
罪
の
赦
し
と
義
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。

第
二
に
、
わ
た
し
た
ち
が
、
絶
え
間
な
く
励
み
、
神
に
、
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
、
ま
す
ま
す
、
神
の
像
へ
と
新
し
く
さ
れ
、
遂
に
、
こ
の
生
涯
の
後
に
、
完
成
の
目
標
に
達
す
る
た
め

で
あ
り
ま
す
。

問
一
一
六
　
な
ぜ
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
祈
り
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

〔
論
　
　
文
〕律

法
か
ら
祈
り
へ

│
│
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
に
お
け
る
聖
化
論
│
│漓

齋
　
　
藤
　
　
五
十
三



答
　
な
ぜ
な
ら
、
祈
り
は
、
神
が
わ
た
し
た
ち
に
求
め
給
う
、
感
謝
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
神
は
、
神
の
恩
恵
と
聖
霊
を
、
心
の
溜
め
息
を
も
っ
て
、
絶
え
ず
、
こ
れ
を
神
に
求
め
、
こ
れ
を
神
に
感
謝
す
る

も
の
達
に
の
み
、
与
え
る
こ
と
を
、
望
ん
で
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。」滷

律
法
を
説
教
す
る
目
的
に
つ
い
て
取
り
扱
う
、
こ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
（
以
下
Ｈ
Ｃ
）
一
一
五
は
、
救
わ
れ
た
者

の
「
感
謝
に
つ
い
て
」（
聖
化
論
）
を
扱
う
Ｈ
Ｃ
第
三
部
に
お
い
て
、「
要
（
か
な
め
）」
と
な
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

そ
の
重
要
性
は
、
第
三
部
の
主
要
な
内
容
で
も
あ
る
「
律
法
」
と
「
祈
り
」
を
繋
ぐ
役
割
を
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
果
た
し
て
い
る
こ

と
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
重
要
性
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
注
解
者
た
ち
が
Ｈ
Ｃ
一
一
五
に
注

目
し
、
信
仰
生
活
の
中
で
律
法
が
果
た
す
豊
か
な
役
割
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
て
来
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
努
力
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｈ
Ｃ
第
三
部
内
の
律
法
と
祈
り
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
な
お
一
つ

の
点
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
注
解
者
た
ち
の
殆
ど
が
、
Ｈ
Ｃ
の
提
起
し
た
ユ
ニ

ー
ク
な
律
法
の
役
割
、
す
な
わ
ち
律
法
が
信
仰
者
を
「
感
謝
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
」
祈
り
に
導
く
と
い
う
、

こ
の
重
要
な
論
点
に
言
及
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る澆
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
「
祈
り
に
導
く
律
法
」
と
い
う
論
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
ま
ず
Ｈ
Ｃ
一
一
五
に
お
け
る
他

の
主
要
な
論
点
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

一
般
的
に
Ｈ
Ｃ
一
一
五
に
お
い
て
は
、
律
法
を
説
教
す
る
こ
と
の
目
的
に
つ
い
て
、
主
な
も
の
で
三
つ
の
論
点
が
あ
る
と
言

わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
信
仰
者
に
罪
を
示
し
、
な
お
か
つ
キ
リ
ス
ト
へ
と
導
い
て
い
く
律
法
の
役
割
。
第
二
に
は
、
信
仰
者

の
聖
化
過
程
に
お
け
る
生
活
基
準
、
も
し
く
は
指
針
と
し
て
の
律
法
の
役
割
。
そ
し
て
第
三
に
は
（
多
く
の
注
解
者
に
よ
れ
ば
）、

律
法
を
実
践
で
き
な
い
「
欠
け
」
或
い
は
「
弱
さ
」
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
信
仰
者
が
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
る
よ
う
に
と
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導
い
て
い
く
律
法
の
役
割
。
こ
う
し
た
三
つ
の
主
要
な
論
点
を
概
観
し
た
後
、
本
稿
は
「
感
謝
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
部
分

で
あ
る
」
祈
り
に
導
く
と
い
う
、
殆
ど
の
注
解
者
た
ち
に
よ
っ
て
見
落
と
さ
れ
て
い
る
、
Ｈ
Ｃ
な
ら
で
は
の
律
法
の
役
割
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ａ
　
信
仰
者
に
罪
を
示
し
、
キ
リ
ス
ト
へ
と
導
く
律
法

Ｈ
Ｃ
一
一
五
に
お
け
る
第
一
の
論
点
は
、
律
法
の
説
教
が
信
仰
者
に
罪
を
悟
ら
せ
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
赦
し
を
求
め
る
よ
う

に
導
い
て
い
く
と
い
う
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
前
半
の
告
白
し
て
い
る
律
法
の
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
律
法

の
第
二
用
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る潺
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
前
半
を
律
法
の
第
二
用
法
と
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
注
解
者
た
ち
が
Ｈ
Ｃ
成
立
に
関
す
る
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
影
響
を
考
慮
し
な
が
ら
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
前

半
を
律
法
の
第
二
用
法
で
は
な
く
、「
律
法
の
第
三
用
法
に
お
け
る
教
育
的
側
面
」(pedagogical

dim
ension

to
the
third

use
ofthe

law

）
と
し
て
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る潸
。
こ
れ
は
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
よ
る
律
法
の
用
法
に
関
す
る
定
義
が
、
今

日
の
通
例
の
も
の
と
異
な
る
た
め
に
生
じ
た
問
題
で
あ
る
が
、
確
か
に
彼
が
Ｈ
Ｃ
に
与
え
た
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
、
私
た
ち
は
Ｈ
Ｃ
一
一
五
前
半
を
律
法
の
第
二
用
法
と
呼
ぶ
べ
き
か
、
第
三
用
法
と
呼
ぶ
べ
き
か
は
、
決
し
て
単
純
な
問

題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
筆
者
と
し
て
は
、
Ｈ
Ｃ
自
体
が
第
二
用
法
、
或
い
は
第
三
用
法
の
よ

う
な
番
号
付
け
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
重
く
見
て
、
第
二
用
法
か
第
三
用
法
か
を
論
じ
る
よ
り
も
、
内
容
そ
の
も
の
を
論
じ
る

方
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
る澁
。
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Ｂ
　
感
謝
に
お
け
る
基
準
と
し
て
の
律
法

二
番
目
は
、
律
法
が
救
い
の
恵
み
に
対
す
る
応
答
と
し
て
の
生
き
方
、
Ｈ
Ｃ
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば
「
感
謝
」
の
生
活
の

た
め
の
基
準
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
律
法
は
、
そ
う
し
た
「
感
謝
」
の
生
活
基
準
を
示
す
こ
と
で
、

個
々
の
信
仰
者
の
内
に
霊
的
な
成
長
を
希
求
す
る
思
い
を
起
こ
さ
せ
て
い
く
と
い
う
。
こ
う
し
た
律
法
の
用
法
は
、
一
般
に
は

「
律
法
の
第
三
用
法
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
注
解
者
た
ち
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
後
半
部
を
律
法
の
第
三
用

法
を
扱
う
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
先
述
の
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
Ｈ
Ｃ
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、

「
律
法
の
第
三
用
法
」
が
果
た
し
て
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
ま
た
慎
重
さ
を
要
す
る
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し

な
が
ら
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
背
後
に
あ
る
神
学
的
ル
ー
ツ
を
探
る
こ
と
は
本
稿
の
守
備
範
囲
を
超
え
る
課
題
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で

は
少
な
く
と
も
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
後
半
が
伝
統
的
に
「
感
謝
」
の
生
活
基
準
と
し
て
の
律
法
の
用
法
を
告
白
す
る
も
の
と
理
解
さ

れ
て
来
た
点
を
を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
。

こ
れ
は
補
足
で
あ
る
が
、
信
仰
者
に
と
っ
て
の
「
感
謝
」
の
生
活
基
準
と
し
て
の
律
法
（
す
な
わ
ち
第
三
用
法
）
を
強
調
す

る
こ
と
は
、
改
革
派
神
学
の
大
き
な
特
色
の
一
つ
と
さ
れ
て
来
た
。
そ
の
た
め
Ｈ
Ｃ
を
扱
う
多
く
の
注
解
者
た
ち
が
、
Ｈ
Ｃ
に

お
け
る
律
法
の
第
三
用
法
の
取
り
扱
い
の
中
に
改
革
派
神
学
的
な
傾
向
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
も
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る澀
。

そ
の
よ
う
に
、
か
な
り
の
注
解
者
た
ち
が
律
法
の
第
三
用
法
と
の
関
わ
り
で
、
改
革
派
的
特
色
を
Ｈ
Ｃ
の
中
に
見
出
す
一
方

で
、
そ
う
し
た
特
色
を
い
よ
い
よ
鮮
明
に
す
る
た
め
、
彼
ら
の
大
半
が
ル
タ
ー
派
に
お
け
る
律
法
理
解
と
Ｈ
Ｃ
の
律
法
理
解
と

の
比
較
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
ま
た
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
が
、
ル
タ
ー
派
は
伝

統
的
に
律
法
を
福
音
と
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
傾
向
が
強
い
。
そ
れ
ゆ
え
ル
タ
ー
派
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
人
に
罪

を
示
し
て
キ
リ
ス
ト
へ
と
導
い
て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
律
法
の
第
二
用
法
が
律
法
の
主
要
な
役
割
と
し
て
強
調
さ
れ
て
来
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た
と
い
う
経
緯
が
あ
る潯
。
換
言
す
れ
ば
、
ル
タ
ー
派
に
お
い
て
は
、
人
を
認
罪
に
導
い
て
い
く
律
法
の
否
定
的
な
役
割
が
強
調

さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、「
義
認
論
」
と
の
関
わ
り
で
律
法
が
お
も
に
取
り
扱
わ
れ
る
事
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
改
革
派
に
お
い
て

は
、
第
三
用
法
の
強
調
に
よ
り
律
法
の
積
極
的
な
役
割
が
強
調
さ
れ
る
た
め
、
律
法
は
お
も
に
「
聖
化
論
」
と
の
関
わ
り
で
取

り
扱
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

Ｃ
　
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
る
祈
り
へ
導
く
律
法

第
三
は
、（
多
く
の
注
解
者
た
ち
に
よ
れ
ば
）
律
法
が
、
律
法
を
実
践
で
き
な
い
弱
さ
を
知
ら
し
め
る
こ
と
で
、
信
仰
者
を
聖

霊
の
恩
恵
を
求
め
る
祈
り
へ
と
導
い
て
い
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
律
法
が
説
教
さ
れ
る
時
に
、
信
仰
者
は
自
ら
が

律
法
の
基
準
か
ら
如
何
に
か
け
離
れ
て
い
る
か
を
悟
り
、
聖
霊
の
助
け
を
祈
り
求
め
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
う

し
た
律
法
の
用
法
は
、
多
く
の
注
解
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
後
半
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る潛
。
な
お
、
こ
の

論
法
に
よ
れ
ば
、
信
仰
者
に
と
っ
て
の
祈
り
と
は
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
質
的
に
は
、

信
仰
者
自
ら
の
弱
さ
を
克
服
し
て
い
く
た
め
の
手
段
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
う
し
た
理
解
が
Ｈ
Ｃ

の
聖
化
論
に
合
致
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
こ
の
三
番
目
の
論
点
は
、
本
稿
の
主
題
を
扱
う
上
で
極
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る
た
め
に
、
後
の
第
三
章
に
お
い
て
、
そ
の
真
偽
を
含
め
て
詳
し
く
検
証
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ｄ
　
感
謝
の
祈
り
に
導
く
律
法

こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
を
理
解
す
る
上
で
一
般
に
重
要
と
さ
れ
る
三
つ
の
論
点
を
概
観
し
て
来
た
。
第
一
に
は

信
仰
者
に
罪
を
悟
ら
せ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
導
く
と
い
う
律
法
の
用
法
。
第
二
に
は
、
救
い
の
恵
み
へ
の
応
答
と
し
て
神
に
捧
げ

ら
れ
る
、
信
仰
者
の
た
め
の
生
活
基
準
を
示
す
律
法
の
用
法
。
そ
し
て
第
三
に
は
、（
多
く
の
注
解
者
た
ち
に
よ
れ
ば
）
律
法
を
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実
践
で
き
な
い
弱
さ
を
悟
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
信
仰
者
を
祈
り
に
導
い
て
い
く
と
い
う
律
法
の
用
法
。
多
く
の
注
解
者
た
ち

は
、
基
本
的
に
以
上
三
つ
の
論
点
を
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
も
の
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
他
に
も
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
理
解
の
た
め
に
極
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
Ｈ
Ｃ
一
一
五
か
ら
一
一
六
に
至
る
文
脈
の
中
で
理
解
さ
れ
る
律
法
の
働
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
律
法
が
「
感
謝
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
」
祈
り
へ
と
信
仰
者
を
導
い
て
い
く
と
い
う
働
き
。
換
言
す

れ
ば
、
律
法
と
祈
り
を
「
感
謝
」
と
い
う
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
結
び
つ
け
て
い
く
、
ま
こ
と
に
積
極
的
な
律
法
理
解

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
積
極
的
」
と
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
前
半
が
告
白
す
る
よ
う
な
、
信
仰
者
に
罪
や
弱
さ
を
悟
ら
せ

る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
否
定
的
（
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
）」
な
用
法
と
は
異
な
る
意
味
で
の
「
積
極
的
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か

に
Ｈ
Ｃ
一
一
五
後
半
を
Ｈ
Ｃ
一
一
六
に
至
る
文
脈
で
理
解
す
る
な
ら
ば
、
律
法
は
信
仰
者
を
感
謝
の
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
と

し
て
の
祈
り
に
導
く
こ
と
に
よ
り
、
信
仰
者
を
完
成
に
至
る
よ
う
励
ま
し
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に

積
極
的
な
律
法
の
用
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
殆
ど
の
注
解
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
「
祈
り
に
導
く
律
法
」
と
も
呼
ぶ
べ

き
、
Ｈ
Ｃ
の
告
白
す
る
律
法
の
積
極
的
な
働
き
に
つ
い
て
、
全
く
見
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
前
述
し
た
よ
う
に
、
律
法
が
信
仰
者
の
弱
さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
信
仰
者
を
祈
り
に
導
い
て
い
く
と
い

う
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
「
律
法
」
か
ら
「
祈
り
」
と
い
う
方
向
性
に
つ
い
て
は
何
人
か
の
注
解
者
た
ち
が
言
及
し
て
い

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
場
合
に
お
け
る
「
律
法
」
か
ら
「
祈
り
」
と
い
う
方
向
性
は
、
あ
く
ま
で
も
罪
や
弱

さ
を
悟
ら
せ
る
と
い
う
否
定
的
な
方
向
性
で
あ
り
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
か
ら
Ｈ
Ｃ
一
一
六
へ
と
至
る
文
脈
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
「
感
謝
」
の
応
答
と
し
て
の
積
極
的
方
向
性
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
前
者
の
否
定
的
な

方
向
性
に
お
い
て
は
、
祈
り
は
結
局
、
信
仰
者
が
自
ら
の
弱
さ
を
克
服
し
、
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
る
た
め
の
「
道
具
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
、
後
者
の
積
極
的
な
方
向
性
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
祈
り
そ
の
も
の
が
「
感
謝
の
な
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か
で
、
最
も
重
要
な
部
分
」
と
理
解
さ
れ
、
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
け
る
主
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
幾
人
か
の
注
解
者
た
ち
は
、「
祈
り
」
が
Ｈ
Ｃ
第
三
部
「
感
謝
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
構
造
的
な
結
論
で
あ
る
こ

と
に
注
目
し
、「
感
謝
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
Ｈ
Ｃ
に
お
け
る
「
祈
り
」
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
て
い
る濳
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

う
し
た
注
解
者
た
ち
も
ま
た
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
「
律
法
」
か
ら
「
祈
り
」
に
至
る
積
極
的
な
方
向
性
に
つ

い
て
の
明
快
な
注
解
を
加
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
多
く
の
注
解
者
た
ち
が
、
律
法
と
祈
り
の
間
に
あ
る
積
極
的
な
関
係
を
見
落
と
し
て
い
る
一
方
、
唯
一
の
例
外
と

も
言
え
る
注
解
者
が
い
る
こ
と
に
私
た
ち
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
Ｈ
Ｃ
の
主
要
な
執
筆
者
と
言
わ
れ

て
い
る
Ｚ．
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
で
あ
る潭
。
筆
者
は
以
下
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
が
律
法
と
祈
り
の
間
に
介
在
す
る
積
極
的

な
方
向
性
に
つ
い
て
意
識
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

第
一
に
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
を
扱
う
注
解
の
中
で
、
律
法
の
説
教
が
も
た
ら
す
利
益
の
一
つ
と
し
て
、「
神
礼
拝
の

基
準
」
を
挙
げ
て
い
る澂
。
こ
こ
で
「
神
礼
拝
の
基
準
」
と
言
う
時
、
祈
り
そ
れ
自
体
が
、
神
礼
拝
に
お
け
る
必
要
不
可
欠
の
要

素
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
律
法
の
説
教
が
「
神
礼
拝
の
基
準
」
を
も
た
ら
す
と
ウ
ル

ジ
ヌ
ス
が
述
べ
る
時
、
そ
こ
で
彼
自
身
が
、
こ
の
後
に
続
く
Ｈ
Ｃ
一
一
六
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
神
礼
拝
に
お
い
て
、
祈
り
と
い
う
要
素
を
欠
い
て
は
、
信
仰
者
が
神
に
感
謝
を
捧
げ
る
こ
と
な
ど
は

不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
祈
り
が
「
神
礼
拝
の
基
準
」
に
お
い
て
実
質
上
、
ま
こ
と
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
疑
い
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
こ
れ
で
あ
る
。
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
は
そ
の
注
解
の
中
で
、
律
法
と
は
本
来
キ
リ
ス
ト
者
を
、
神
ま
た
聖
霊
と
の
関

係
に
お
い
て
、
ま
こ
と
の
従
順
に
導
く
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
こ
う
言
う
。「
彼
ら
（
信
仰
者
た

ち
）
は
、
以
下
の
意
味
に
お
い
て
律
法
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
律
法
は
彼
ら
に
、
い
か
な
る
礼
拝
が
神
を
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喜
ば
せ
る
か
を
教
え
て
い
る
。
ま
た
聖
霊
も
同
様
に
、
彼
ら
を
ま
こ
と
の

、
、
、
、

、
そ
し
て
生
き
生
き
と
し
た
従
順

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

へ
と
導
く
た
め
に
、

律
法
の
教
理
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。」潼

こ
の
後
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
は
、
祈
祷
論
を
扱
う
Ｈ
Ｃ
一
一
八
を
注
解
す
る
際
に
は
、「
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
祈
り
の
条
件
」
に
つ

い
て
言
い
及
ん
で
い
く
。
彼
は
そ
こ
で
全
部
で
九
つ
の
条
件
を
数
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
六
つ
ま
で
が
先
に
言

及
し
た
「
ま
こ
と
の
従
順
」
へ
の
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る潘
。
た
と
え
ば
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
祈
り
の

第
一
の
条
件
と
し
て
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
は
、「
祈
り
が
ま
こ
と
の
神
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
彼
が
実

質
的
に
は
、
信
仰
者
が
神
に
寄
せ
る
信
頼
・
従
順
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
信
仰
者
は
、

御
言
葉
に
よ
っ
て
ご
自
身
を
啓
示
さ
れ
た
神
を
「
ま
こ
と
の
神
」
と
し
て
信
頼
し
、
そ
の
神
に
従
順
を
も
っ
て
応
答
す
る
か
ら

こ
そ
、
真
実
な
祈
り
を
注
ぎ
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
私
た
ち
が
神
へ
の
信
頼
・
従
順
を
欠
く
な
ら
ば
、
私

た
ち
は
疑
い
の
状
態
に
あ
る
の
で
あ
り
、
真
実
な
祈
り
を
神
に
向
け
る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
祈
り
は
、
御
言
葉

に
啓
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
神
が
ま
さ
に
現
臨
し
て
お
ら
れ
る
と
の
従
順
な
信
頼
が
あ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
意
味
を
成
し
て
い
く

も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
祈
り
の
第
二
の
条
件
と
し
て
「
神
の
戒
め
に
関
す
る
知
識
」
を
挙
げ
つ
つ
、
神

の
戒
め
が
絶
え
ず
信
仰
者
に
祈
り
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
祈
り
と
は
、
祈
り
を
要
求
す
る
神
へ

の
従
順
な
応
答
な
し
に
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
六
の
条
件
に
お
い
て
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
は
、

「
私
た
ち
は
尊
厳
あ
る
神
の
前
に
、
へ
り
く
だ
っ
た
願
い
手
と
し
て
ひ
れ
伏
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ウ
ル

ジ
ヌ
ス
が
祈
り
に
お
け
る
信
仰
者
の
従
順
な
姿
勢
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
が
列
挙
す
る
「
受
け
入
れ
ら
れ
る
祈
り
の
九
つ
の
条
件
」
を
一
つ
一
つ
検
証
し
て
い
く
と
、
九

つ
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
六
つ
ま
で
が
祈
り
手
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
者
の
従
順
さ
と
関
連
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ



る澎
。
そ
れ
ゆ
え
に
先
の
箇
所
で
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
が
、「
律
法
が
信
仰
者
を
ま
こ
と
の
、
生
き
生
き
と
し
た
従
順
に
導
く
」
と
言
っ
て

い
る
点
と
併
せ
考
え
る
と
、
彼
の
神
学
の
底
流
に
お
い
て
は
、
確
か
に
律
法
と
祈
り
が
「
従
順
」
を
媒
介
と
し
て
積
極
的
に
結

び
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
察
出
来
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
は
そ
の
注
解
書
に
お
い
て
、
信
仰
者
を
祈
り
に
導
く
律
法
の
積
極
的
な
役
割
を
明
快
に
言
明
す

る
こ
と
ま
で
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
を
除
く
大
半
の
注
解
者
た
ち
は
、
信
仰
者
を
「
感
謝
の
な
か
で
、
最

も
重
要
な
部
分
で
あ
る
」
祈
り
に
導
く
と
い
う
、
律
法
の
積
極
的
な
働
き
を
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
注
解
に
お
い
て
見
落
と
し
て
し
ま

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
章
　
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
歴
史
的
な
背
景

Ａ
　
序
論

こ
の
第
二
章
で
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
律
法
と
祈
り
と
の
間
に
介
在
す
る
積
極
的
な
関
係
を
歴
史

的
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｈ
Ｃ
と
同
時
代
の
信
仰
告
白
文
書
の
中
で
、
Ｈ
Ｃ
の
他
に
、
律
法
と
祈
り
の

間
に
あ
る
積
極
的
な
関
係
に
言
及
し
た
も
の
が
果
た
し
て
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
の
目
的
を
も
っ
て
筆
者
は
多
く
の
信
仰

告
白
文
書
を
調
査
し
た
が
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
を
除
い
て
は
、
信
仰
者
を
祈
り
に
導
く
律
法
の
積
極
的
な
働
き
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
も
の
は
一
つ
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た澑
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
、
他
の
信
仰
告
白
文
書
の
中
に
も
律
法
と
祈
り
の
間
に
介
在
す
る
積
極
的
な
関
係
に
関
連
性
の
あ

る
と
思
わ
れ
る
ヒ
ン
ト
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
章
で
は
、
そ
う
し
た
ヒ
ン
ト
を
内
包
す
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る
と
思
わ
れ
る
文
書
を
順
に
概
観
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ｂ
　
ル
タ
ー
派
の
カ
テ
キ
ズ
ム

１
　
ル
タ
ー
の
大
小
教
理
問
答

本
稿
は
ル
タ
ー
の
大
小
教
理
問
答
に
つ
い
て
は
一
括
し
て
扱
っ
て
い
く
こ
と
す
る
。
そ
れ
は
、
ル
タ
ー
が
大
小
教
理
問
答
を

本
質
的
に
は
一
つ
の
カ
テ
キ
ズ
ム
と
し
て
見
な
し
て
い
た
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
る濂
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
ら
二
つ
の
教
理
問
答
は
、
厳
密
に
は
個
別
の
カ
テ
キ
ズ
ム
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
あ
る
神
学
を
精
査
し
て
い

く
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
自
ず
と
大
小
教
理
問
答
が
、
そ
の
神
学
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う潦
。

大
小
教
理
問
答
を
律
法
と
祈
り
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
い
く
時
に
、
そ
こ
に
は
四
つ
の
論
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
ル
タ
ー
が
律
法
を
聖
化
論
の
観
点
か
ら
取
り
扱
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
意
外
と
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
な
ぜ
な
ら
ル
タ
ー
は
、
律
法
を
福
音
と
全
く
対
峙
さ
せ

て
い
く
こ
と
を
彼
の
律
法
理
解
の
特
色
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る澳
。
そ
う
し
た
ル
タ
ー
神
学
の
特
質
を
考
え
る
時
に
、
ル
タ
ー

が
律
法
の
い
わ
ゆ
る
第
二
用
法
を
特
別
に
強
調
し
て
い
る
の
は
し
ご
く
当
然
で
あ
り
、
そ
う
し
た
傾
向
は
大
小
教
理
問
答
に
お

い
て
も
色
濃
く
現
れ
て
い
る澣
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
第
二
用
法
の
強
調
は
、
律
法
の
次
に
福
音
の
要
約
と
し
て
の
使
徒
信
条
を

扱
う
と
い
う
、
大
小
教
理
問
答
の
全
体
構
造
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
は
、
律
法
を
キ
リ
ス
ト
へ

の
導
き
手
と
し
て
理
解
す
る
、
第
二
用
法
が
強
調
さ
れ
て
い
る
事
実
が
も
た
ら
し
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う澡
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
義
認
論
の
範
疇
に
お
け
る
律
法
の
取
り
扱
い
に
加
え
て
、
ル
タ
ー
が
聖
化
論
の
観
点
か
ら
も
律

法
を
考
察
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ル
タ
ー
が
律
法
の
第
三
用
法
ら
し
き
も
の
を
認
め
て
い

た
か
ど
う
か
は
、
今
日
も
な
お
学
問
的
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る澤
。
さ
れ
ど
第
三
用
法
を
ル
タ
ー
が
認
め
て
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い
た
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
も
、
彼
が
律
法
を
キ
リ
ス
ト
者
の
「
善
き
わ
ざ
」
の
源
泉
、
或
い
は
基
準
と
し
て
と
し
て
理
解

し
て
い
た
事
は
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
大
教
理
問
答
の
第
一
二
八
項
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
、
律
法
を
善
き
わ
ざ
の

湧
き
出
る
源
泉
と
し
て
理
解
し
て
い
る澹
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
ル
タ
ー
が
、
果
た
し
て
信
仰
者
の
善
き
わ
ざ
だ
け
に
限
定
し
て

（
つ
ま
り
聖
化
論
の
範
疇
だ
け
で
）
律
法
を
そ
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
善
き
わ
ざ
を
未
信
仰
者
だ
け
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
常
識
的
に
あ
り
得
な
い
話
な
の
で
、
ル
タ
ー
が
律
法

を
信
仰
者
の
善
き
わ
ざ
の
基
準
と
し
て
、
す
な
わ
ち
聖
化
論
の
課
題
と
し
て
も
理
解
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
の
点
は
、
律
法
と
同
様
、
祈
り
も
ま
た
聖
化
論
の
観
点
か
ら
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

ル
タ
ー
は
祈
り
と
い
う
信
仰
の
行
為
を
、
神
の
命
令
と
神
の
約
束
へ
の
応
答
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
る濆
。
ま
ず

ル
タ
ー
は
、
神
が
信
仰
者
に
命
じ
て
お
ら
れ
る
義
務
と
し
て
の
祈
り
を
強
調
す
る
が
、
そ
こ
に
は
神
の
約
束
へ
の
信
頼
、
す
な

わ
ち
神
が
祈
り
を
聞
か
れ
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
た
と
い
う
、
そ
の
約
束
へ
の
信
頼
が
同
時
に
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て

は
な
ら
な
い澪
。
換
言
す
る
な
ら
ば
ル
タ
ー
は
、
祈
り
を
ま
さ
に
聖
化
論
の
課
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。

な
ぜ
な
ら
祈
り
を
命
じ
、
か
つ
祈
り
を
聞
か
れ
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
た
神
へ
の
服
従
・
信
頼
を
も
っ
て
信
仰
者
が
祈
り
を
捧
げ

る
べ
き
こ
と
を
ル
タ
ー
は
そ
こ
で
強
く
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
は
、
ル
タ
ー
聖
化
論
に
お
け
る
律
法
と
祈
り
の
関
係
性
の
欠
如
で
あ
る
。
律
法
と
祈
り
の
二
つ
の
課
題
を
い
ず
れ
も
聖

化
論
と
の
関
連
で
取
り
扱
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ル
タ
ー
は
そ
の
双
方
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
を
一
切
欠
い
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
大
教
理
問
答
の
第
一
六
八
項
等
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
、
十
戒
に
従
い
え
な
い
人
の
弱
さ
を
認
め
な
が
ら
、
十
戒
を
行

う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
、
神
に
求
め
る
べ
き
こ
と
を
勧
め
た
り
も
し
て
い
る濟
。
こ
れ
は
、（
神
へ
の
求
め
を
祈
り
と
解
釈
す
る
な

ら
ば
）
或
い
は
大
教
理
問
答
に
お
け
る
律
法
と
祈
り
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
と
も
言
え
る
箇
所
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
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な
が
ら
、
律
法
と
祈
り
の
関
係
を
確
信
さ
せ
る
だ
け
の
明
確
な
言
及
は
見
出
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
　
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
城
塞
都
市
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
と
の
個
人
的
な
深
い
関
わ
り
を
持
つ
と
と
も
に
、
若
き
日
の
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
の

神
学
教
師
で
も
あ
り
、
律
法
の
第
三
用
法
を
世
に
最
初
に
紹
介
し
た
神
学
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る濕
。
そ
れ
ゆ
え
に
Ｈ
Ｃ
の

律
法
理
解
を
扱
う
上
で
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
神
学
著
作
に
目
を
通
す
こ
と
は
、
必
要
不
可
欠
な
筋
道
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ａ
　
神
学
総
論
初
版
（
一
五
二
一
年
）

ま
ず
第
一
に
私
た
ち
は
、
後
に
提
唱
さ
れ
る
律
法
の
第
三
用
法
へ
の
言
及
は
ま
だ
見
出
さ
れ
な
い
も
の
の
、
こ
の
神
学
総
論

初
版
に
お
い
て
す
で
に
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
、
律
法
を
信
仰
者
の
生
活
に
明
確
に
適
用
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
律
法
理
解
は
、
ル
タ
ー
同
様
に
律
法
の
第
二
用
法
の
強
調
に
特
徴
づ
け
ら

れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
彼
が
す
で
に
律
法
と
信
仰
生
活
の
間
に
介
在
す
る
関
係
へ
の
鋭
い
洞
察
を
持
っ
て
い
た

こ
と
に
、
私
た
ち
は
い
よ
い
よ
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
律
法
と
信
仰
生
活
の
関
係
に
は
大
切
な

二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
す
で
に
こ
の
時
代
か
ら
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
最
初
の
側
面
と
は
、
信
仰
者
の
生
活
基
準
と
し
て
の
律
法
理
解
で
あ
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
こ
の
初
版
に
お
い
て
は

未
だ
律
法
の
第
三
用
法
な
る
用
語
を
用
い
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
律
法
に
は
そ
う
し
た
信
仰
者
に
と
っ
て
の
生
活
基
準
と
な
る

役
割
が
あ
る
こ
と
に
、
す
で
に
気
づ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
神
学
総
論
初
版
の
中
で
、
新
生
し
た
者
の
生
き
様
に
つ
い

て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
キ
リ
ス
ト
の
御
霊
に
よ
っ
て
新
し
く
さ
れ
た
者
は
、
た
と
え
命
じ
る
律
法
を
持
た
ず
と
も
、
自
ら
自
発
的
に
律
法
が
命
じ
る
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所
を
行
う
よ
う
に
と
導
か
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
言
う
律
法
と
は
神
の
意
志
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
聖
霊
こ
そ
は
生
け
る
神
の

意
志
で
あ
り
、（
律
法
を
行
う
よ
う
に
人
を
導
い
て
い
く
）
動
き
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。」濬

こ
こ
で
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
聖
化
の
課
題
と
し
て
律
法
を
捉
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
新
生
し
た

者
が
当
然
の
ご
と
く
に
律
法
に
相
応
し
く
生
き
る
よ
う
導
か
れ
て
い
く
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点

に
関
し
て
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
信
仰
者
が
律
法
を
実
践
す
る
よ
う
に
導
く
聖
霊
の
働
き
に
も
注
目
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
彼
の

視
点
は
神
学
総
論
の
中
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る濔
。

な
お
、
律
法
と
信
仰
生
活
の
関
係
に
お
け
る
二
つ
目
の
側
面
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
信
仰
者
に
対
し
て
罪

を
示
し
て
い
く
律
法
の
教
育
的
用
法
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
後
に
こ
の
用
法
を
、
律
法
の
第
三
用
法
の

教
育
的
側
面
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
、
い
わ
ゆ
る
第
三

用
法
の
導
入
が
後
日
の
事
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
、
未
信
仰
者
だ
け
で
は
な

く
信
仰
者
に
も
罪
を
示
し
て
い
く
律
法
の
働
き
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
気
づ
い
て
い
た
フ
シ
が
あ
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
神
学

総
論
初
版
中
、
律
法
を
扱
う
文
脈
の
中
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
た
ち
は
信
仰
に
よ
っ
て
律
法
全
体
か
ら
自
由
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
同
じ
信
仰
、
あ
る
い
は
私
た
ち
が
受
け
た
キ
リ
ス
ト
の
御
霊
が
、
私
た
ち
の
肉
に
残
存
し
て
い
る
罪

を
抑
制
し
、
克
服
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。」濘
こ
こ
で
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
信
仰
者
に
罪
の
残
存
を
悟
ら
せ
て
い
く
律
法
の
働
き

と
い
う
も
の
に
明
確
な
言
及
を
加
え
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
律
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
罪
を
克
服
す
る
こ

と
が
、
信
仰
者
に
と
っ
て
も
な
お
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
意
識
し
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と

は
、
こ
れ
が
律
法
を
扱
う
文
脈
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
時
に
充
分
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
信
仰
者
に
も
罪
を
悟
ら
せ
て
い
く
律
法
の
働
き
に
関
し
て
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
後
に
神
学
総
論
の
一
五
四
三
年
版

の
中
で
明
快
に
言
及
し
て
い
く
こ
と
と
な
る濱
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
初
版
に
お
い
て
も
私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
律
法
の
第
三
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用
法
に
お
け
る
教
育
的
側
面
の
初
期
形
態
と
も
言
え
る
内
容
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る濮
。

神
学
総
論
初
版
に
お
け
る
第
二
の
論
点
は
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
聖
化
と
の
関
連
か
ら
「
祈
り
」
を
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
聖
化
の
課
題
と
し
て
の
「
祈
り
」
の
重
要
性
に
鑑
み
る
時
、
な
ぜ
初
版
に
お
い
て
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
祈
り
に
言
及

し
な
か
っ
た
の
か
と
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
守
備
範
囲
と
は
異
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
措
く
こ
と
と

す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
学
総
論
初
版
は
祈
り
へ
の
言
及
を
欠
く
た
め
、
結
果
と
し
て
聖
化
論
に
お
け
る
律
法
と
祈
り
の
関

係
を
取
り
扱
う
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

ｂ
　
神
学
総
論
最
終
版
（
一
五
五
五
年
）

こ
こ
で
は
、
律
法
と
祈
り
の
関
係
に
関
わ
る
三
つ
の
ヒ
ン
ト
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
ま
ず
第
一
は
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
律
法

の
三
つ
の
用
法
を
言
明
し
た
こ
と
。
ま
た
、
そ
れ
に
加
え
て
律
法
の
第
三
用
法
の
持
つ
二
つ
の
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

神
学
総
論
最
終
版
、
第
四
章
「
神
の
律
法
」
の
終
わ
り
で
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
律
法
の
三
つ
の
用
法
に
言
及
し
て
い
く
。
第

一
用
法
は
「
政
治
的
（C
ivil

）
用
法
」
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
は
世
の
悪
に
対
し
て
抑
止
力
と
し
て
働
く
刑
法
的
な
用
法
の
こ
と
で

あ
る濛
。
第
二
用
法
は
未
信
仰
者
に
罪
を
悟
ら
せ
て
い
く
神
学
的
、
或
い
は
教
育
的
用
法瀉
。
そ
し
て
第
三
用
法
に
お
い
て
は
律
法

を
信
仰
者
に
適
用
し
な
が
ら
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
そ
こ
に
二
つ
の
側
面
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
第
三
用
法
に
お
け
る
最
初
の
側
面
は
、
信
仰
者
の
罪
と
欠
け
を
悟
ら
せ
て
い
く
と
い
う
用
法
で
あ
り
、
こ
の
第
一
の
側

面
を
指
摘
し
な
が
ら
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
信
仰
者
で
あ
っ
て
も
自
ら
の
欠
け
を
律
法
に
照
ら
し
な
が
ら
勤
勉
に
確
認
し
続
け
て

い
く
べ
き
こ
と
を
教
え
て
い
る瀋
。

第
三
用
法
の
第
二
の
側
面
と
は
、
信
仰
者
に
生
活
の
基
準
を
示
し
て
い
く
律
法
の
働
き
こ
と
で
あ
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
こ
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の
第
三
用
法
の
二
番
目
の
側
面
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
神
は
今
や
こ
れ
ら
の
聖
徒
た
ち
の
内
に
住
ま
わ
れ
、
彼
ら
に
光
を
与
え
、
彼
ら
を
し
て
ご
自
身
に
似
る
よ
う
に
と
成
長
さ
せ

て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
柄
は
神
の
御
言
葉
を
通
し
て
起
こ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
信
仰
者
の
生

涯
に
お
い
て
も
律
法
は
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
聖
徒
た
ち
は
（
律
法
を
通
し
て
）
何
が
神
を
喜
ば
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
の
か

と
い
う
証
し
を
知
り
、
ま
た
持
つ
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。」濺

こ
こ
で
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
信
仰
者
が
自
ら
の
生
活
を
通
し
て
神
を
喜
ば
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
半
ば
当
然
の
事
と
し

て
語
っ
て
い
る瀑
。
こ
う
し
た
神
を
喜
ば
せ
る
た
め
の
生
活
の
基
準
と
し
て
の
律
法
が
最
終
版
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く

時
に
、
私
た
ち
は
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
律
法
の
取
り
扱
い
が
、
初
版
に
お
け
る
そ
れ
と
は
大
き
く
違
っ
て
来
て
い
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
初
版
に
お
い
て
は
、
第
二
用
法
の
強
調
の
強
さ
の
ゆ
え
に
、
律
法
の
用
法
理
解
が
主
と
し
て
否
定
的
な

色
彩
を
帯
び
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
最
終
版
に
お
い
て
は
第
三
用
法
の
第
二
の
側
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
「
喜

び
」
の
色
彩
が
加
わ
り
、
律
法
の
用
法
理
解
も
ま
た
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
事
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
注
目
す
べ
き
神
学
総
論
最
終
版
の
論
点
は
、「
祈
り
」
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
初
版
で
は
祈
り
に
関
わ

る
言
及
が
一
切
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
神
学
総
論
最
終
版
に
お
い
て
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
聖
化
の
重
要
な
課
題
と
し
て
の
祈

り
を
明
確
に
取
り
扱
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
よ
る
祈
り
の
取
り
扱
い
は
、
ル
タ
ー
の
立
場
と
ほ
ぼ
同
一
線

上
に
あ
る
主
張
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
神
が
御
言
葉
に
よ
っ
て
「
祈
り
」
を
信
仰
者
に
命
じ
て
お
ら

れ
る
こ
と
。
ま
た
同
じ
く
御
言
葉
に
お
い
て
、
神
が
私
た
ち
の
祈
り
を
聞
く
こ
と
を
約
束
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
重
く
見
て
お

り
、
こ
れ
ら
二
つ
を
「
祈
り
」
と
い
う
行
為
の
基
盤
を
成
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る瀁
。
言
い
換
え
る
な
ら
メ
ラ
ン
ヒ
ト

ン
は
、
祈
り
と
い
う
主
題
を
神
の
言
葉
に
絶
え
ず
結
び
つ
け
な
が
ら
、
祈
り
と
い
う
行
為
が
信
仰
者
の
御
言
葉
へ
の
従
順
に
よ

っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ル
タ
ー
同
様
に
強
調
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
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祈
り
の
行
為
を
神
の
命
令
と
約
束
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
信
仰
生
活
す
な
わ
ち
聖
化
の
課
題
と
し
て
の
「
祈
り
」
を
明

確
に
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
祈
り
の
定
義
に
つ
い
て
も
取
り
扱
っ
て
い
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
祈
り
は
神
へ
の
嘆

願
と
い
う
側
面
と
、
さ
ら
に
は
感
謝
と
し
て
の
側
面
を
併
せ
持
つ
と
い
う瀏
。
こ
の
よ
う
に
、
祈
り
に
お
け
る
感
謝
の
側
面
に
言

及
す
る
こ
と
に
よ
り
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
信
仰
生
活
に
お
い
て
祈
り
が
果
た
す
積
極
的
な
役
割
に
つ
い
て
も
よ
り
明
確
に
し
て

い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
第
三
の
論
点
と
し
て
最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
律
法
と
祈
り
の
関
係
の
欠
如
で
あ
る
。
律
法
と
祈
り
の
双

方
を
聖
化
に
お
け
る
重
要
な
課
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
双
方
の
関
係
に
つ
い
て
は

注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
律
法
と
祈
り
が
聖
化
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
独
立
し
た
課
題
で
あ

る
か
の
よ
う
な
印
象
を
拭
う
こ
と
が
出
来
ず
、
私
た
ち
は
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
聖
化
論
全
体
を
有
機
的
に
取
り
扱
う
ま
で
に
は

至
ら
な
か
っ
た
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

Ｃ
　
カ
ル
ヴ
ァ
ン

１
　
一
五
三
八
年
版
カ
テ
キ
ズ
ム

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
最
初
の
カ
テ
キ
ズ
ム
と
も
言
わ
れ
る
一
五
三
八
年
出
版
の
カ
テ
キ
ズ
ム
を
考
察
し
て
い
く
上
で
は
、
三
つ
の

ポ
イ
ン
ト
が
主
要
な
論
点
と
な
る
。

第
一
に
私
た
ち
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
一
五
三
八
年
の
カ
テ
キ
ズ
ム
に
お
い
て
す
で
に
、
信
仰
者
の
生
活
基
準
と
し
て
の
律
法

を
積
極
的
に
強
調
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
目
を
留
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
第
一
の
点
を
理
解
し
て
い
く
上
で
、
特
に
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
律
法
の
機
能
と
の
関
わ
り
で
、
信
仰
者
と
未
信
仰
者
を
明
快
に
区
別
し
て
考
え
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て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、
律
法
は
未
信
仰
者
に
対
し
て
は
専
ら
罪
を
示
し
、
キ
リ
ス
ト
へ
と
導

く
教
師
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
と
い
う濾
。
そ
の
一
方
で
律
法
は
、
信
仰
者
に
対
し
て
は
未
信
仰
者
に
対
す
る
の
と
全

く
異
な
っ
た
働
き
を
す
る
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
主
張
す
る
。「
今
や
キ
リ
ス
ト
者
は
、
信
仰
の
無
い
人
々
が
認
め
る
の
と
は
全
く
異

な
る
律
法
の
用
法
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
さ
ら
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
続
け
る
。「
な
ぜ
な
ら
主
は
、
私
た
ち
の
心
の
中
に
神
の

義
に
対
す
る
愛
、
す
な
わ
ち
外
に
向
け
ら
れ
た
律
法
の
教
え
を
刻
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
律
法
の
教
え
は
、
以
前
は
他
で

も
な
い
私
た
ち
の
弱
さ
と
背
き
を
責
め
立
て
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
今
や
私
た
ち
の
足
元
を
照
ら
し
て
道
に
迷
う
こ
と
を

防
ぐ
ラ
ン
プ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。」瀛

こ
の
よ
う
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
未
信
仰
者
に
対
し
て
は
罪
を
教
え
、
キ
リ
ス
ト
へ
と
導
く
教
師
と
し
て
の
律
法
を
強
調
す
る

一
方
、
信
仰
者
の
た
め
に
は
生
活
の
基
準
と
な
っ
て
働
く
律
法
の
新
し
い
機
能
を
強
調
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
機

能
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
律
法
を
聖
化
の
課
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る瀚
。

第
二
の
点
と
し
て
、
一
五
三
八
年
版
カ
テ
キ
ズ
ム
に
お
け
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
祈
祷
観
に
も
目
を
留
め
て
い
く
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン

は
、
キ
リ
ス
ト
者
が
祈
り
に
導
か
れ
る
二
つ
の
動
機
に
つ
い
て
明
快
に
意
識
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
動
機
が
い
ず
れ
も

聖
化
論
と
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
つ
の
動
機
と
は
、
内
な
る
動
機
と
外
な
る
動
機
と
に
分
け
る
こ
と
が
出
来

る
。
内
な
る
動
機
と
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
信
仰
者
の
自
ら
の
空
し
さ
に
関
す
る
自
覚
を
挙
げ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、

ま
こ
と
の
信
仰
に
熟
達
し
た
者
は
、
当
然
の
よ
う
に
し
て
「
す
べ
て
の
善
き
こ
と
に
関
す
る
自
ら
の
必
要
と
（
そ
れ
を
自
ら
満

た
す
こ
と
の
出
来
な
い
自
己
の
）
空
し
さ
」
に
気
づ
き
、「
救
い
に
必
要
な
い
っ
さ
い
の
助
け
を
自
分
が
欠
い
て
い
る
こ
と
」
へ

と
目
が
開
か
れ
て
い
く
と
い
う潴
。
そ
の
上
で
彼
は
、
信
仰
者
が
成
長
の
た
め
に
必
要
な
一
切
は
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
ら
一
切
は
祈
り
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
と
結
論
づ
け
て
い
く瀝
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
祈
り
を
聖

化
の
過
程
と
関
連
づ
け
て
い
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
こ
こ
で
、
す
べ
て
の
信
仰
者
が
信
仰
生
活
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の
中
で
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
自
ら
の
弱
さ
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
弱
さ
の
自
覚
の
中
で
こ
そ
、
信
仰

者
は
す
べ
て
を
神
の
恵
み
に
寄
り
頼
ま
ね
ば
な
ら
な
い
自
ら
の
姿
に
気
づ
き
、
神
へ
の
祈
り
へ
と
導
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
カ
ル

ヴ
ァ
ン
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
信
仰
者
が
導
か
れ
て
い
く
祈
り
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
同
様
に
二
つ
の
要
素
か
ら

成
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
嘆
願
」
と
「
感
謝
」
で
あ
る瀘
。
嘆
願
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
者
は
、
自
ら
の
欠
け
や
空
し
さ
を
満
た

し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
神
に
願
う
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
必
要
が
満
た
さ
れ
た
な
ら
ば
、
信

仰
者
は
自
ず
と
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
が
嘆
願
で
あ
る
に
せ
よ
感
謝
で
あ
る
に
せ
よ
、

信
仰
者
は
自
分
自
身
が
全
く
神
に
依
存
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
な
が
ら
祈
り
に
導
か
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
「
空
し
さ
」

と
い
う
内
な
る
動
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
「
祈
り
」
と
い
う
課
題
を
聖
化
論
へ
と
結
び
つ
け
て
い
く

の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
信
仰
者
を
祈
り
に
導
く
「
外
な
る
動
機
」
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
ル
タ
ー
や
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
同
様
、

「
神
の
命
令
」
と
「
神
の
約
束
」
と
い
う
二
つ
を
「
外
な
る
動
機
」
の
内
容
と
し
て
数
え
上
げ
て
い
く瀟
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
祈
り
を
聖
化
と
の
関
連
で
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
律
法
と
祈
り
を
い
ず
れ
も
聖
化
の
課
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
上
で
、
私
た
ち
は
第

三
の
論
点
に
目
を
留
め
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
一
五
三
八
年
版
カ
テ
キ
ズ
ム
に
お
い
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
律
法
と
祈
り

と
の
間
に
（
聖
化
論
と
の
関
連
か
ら
）
何
か
し
ら
の
関
係
を
見
出
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
カ
テ
キ
ズ
ム
を
通
し
て
は
、
私
た
ち
は
こ
れ
ら
二
つ
の
間
に
何
ら
の
関
係
を
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
こ
の
一
五
三
八
年
の
カ
テ
キ
ズ
ム
を
全
体
の
構
造
か
ら
考
察
し
て
い
く
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
興
味
深
い
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
カ
テ
キ
ズ
ム
に
お
け
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
律
法
理
解
の
強
調
点
が
、
全
体
構
造
に
よ
っ
て
見
る
限
り
で
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は
、
依
然
と
し
て
律
法
の
第
二
用
法
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る瀰
。
一
五
三
八
年
出
版
の
カ
テ
キ
ズ
ム
の
全
体
構

造
は
、
大
ま
か
に
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
１
　
人
間
論
、
２
　
律
法
、
３
　
信
仰
、
４
　
使
徒
信
条
、
５
　
祈
り
、
６
　
聖

礼
典
。
こ
こ
で
カ
テ
キ
ズ
ム
の
構
造
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
律
法
を
信
仰
に
至
る
ま
で
の
前
段
階
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
般
的
に
カ
テ
キ
ズ
ム
は
、
一
人
の
信
仰
者
の
誕
生
か
ら
成
長
に
至
る
過
程
を
、
そ
の
構

造
の
中
で
順
序
立
て
て
説
明
す
る
の
を
通
常
の
手
法
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
テ
キ
ズ
ム
の
通
常
の
手
法
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
、
こ
こ
で
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
（
意
図
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
）、
未
信
仰
者
の
た
め
の
律
法
の
用
法
を
構
造
的
に

強
調
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
し
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
こ
こ
で
信
仰
者
の
生
活
基
準
と
し
て
の
律
法
を
強
く
意
識

し
て
い
た
な
ら
ば
、
律
法
は
配
列
上
、
使
徒
信
条
の
後
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

２
　
一
五
四
五
年
版
カ
テ
キ
ズ
ム

一
五
四
五
年
に
出
さ
れ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
カ
テ
キ
ズ
ム
を
一
五
三
八
年
の
も
の
と
比
較
し
て
い
く
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
こ
の

二
つ
の
カ
テ
キ
ズ
ム
が
律
法
の
定
義
、
律
法
の
用
法
、
ま
た
祈
祷
観
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
一
五
四
五
年
版
カ
テ
キ
ズ
ム
は
、
そ
の
全
体
構
造
に
お
い
て
は
先
の
も
の
と
大
き
な

違
い
を
示
し
て
い
る
。
一
五
四
五
年
版
の
カ
テ
キ
ズ
ム
に
お
い
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
祈
り
を
律
法
の
次
に
配
列
し
、
な
お
か
つ
、

こ
れ
ら
二
つ
を
神
礼
拝
に
お
け
る
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
認
め
な
が
ら
、
律
法
と
祈
り
を
連
続
し
た
流
れ
の
中
で
取
り
扱
っ
て

い
る
の
で
あ
る瀾
。
ち
な
み
に
一
五
四
五
年
版
カ
テ
キ
ズ
ム
の
全
体
構
造
は
大
ま
か
に
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
１
　
信

仰
、
２
　
律
法
、
３
　
祈
り
、
４
　
聖
礼
典
。
こ
の
よ
う
に
構
造
を
見
た
だ
け
で
も
、
一
五
四
五
年
版
カ
テ
キ
ズ
ム
に
お
い
て

は
、
信
仰
者
の
た
め
に
機
能
す
る
律
法
、
換
言
す
れ
ば
聖
化
論
に
お
け
る
課
題
と
し
て
の
律
法
と
い
う
意
味
合
い
が
強
調
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

あ
る
注
解
者
は
、
こ
う
し
た
一
五
四
五
年
版
カ
テ
キ
ズ
ム
の
構
造
が
、
同
様
に
祈
り
を
律
法
に
続
け
て
扱
う
Ｈ
Ｃ
の
構
造
に
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影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る瀲
。
確
か
に
そ
れ
は
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を

証
拠
立
て
る
具
体
的
な
証
拠
や
資
料
は
な
く
、
依
然
と
し
て
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
一
五
四
五
年
版
の
カ
テ
キ
ズ
ム
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
構
造
に
お
い
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
律
法
と
祈
り
を
連
結
さ
せ
て

い
る
と
い
う
事
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
が
、
い
わ
ゆ
る
律
法
の
第
三
用
法
を
強
調
す
る
立
場
へ
と
軸
足
を
移
し

て
来
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
に
十
分
な
事
実
で
あ
る
。

３
　
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
（
一
五
三
六
年
初
版
）

本
稿
主
題
「
祈
り
に
導
く
律
法
」
と
の
関
連
か
ら
考
察
す
る
と
、
一
五
三
六
年
版
（
初
版
）
の
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
に
は
、
以

下
の
三
つ
の
論
点
が
あ
る
。

ま
ず
第
一
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
律
法
理
解
の
強
調
点
が
、
綱
要
初
版
に
お
い
て
は
、
律
法
の
第
二
用
法
に
あ
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
律
法
を
信
仰
生
活
と
関
連
づ
け
て
、
聖
化
の
課
題
と
し
て
の
律
法
を
十
分
な
視
野
に
入
れ

て
い
る灑
。
し
か
し
な
が
ら
、
律
法
に
関
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
言
及
全
体
を
見
て
い
く
な
ら
ば
、
彼
の
主
要
な
強
調
点
が
依
然
、

律
法
の
第
二
用
法
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
理
由
は
幾
つ
か
あ
る
。
ま
ず
第
一
の
理
由
は
、
綱
要
の
最
終
版

（
一
五
五
九
年
）
に
お
い
て
は
律
法
の
第
三
用
法
を
称
し
て
「
律
法
の
主
要
な
用
法
」
と
呼
ん
だ
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
そ
の
初
版
に

お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
呼
称
を
用
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。
二
番
目
の
理
由
と
し
て
は
、
律
法
の
一
般
的
な
定
義
を
扱
う

箇
所
で
、
律
法
の
否
定
的
な
用
法
に
数
多
く
言
及
し
つ
つ
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
律
法
を
全
体
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
定
義
づ
け

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
曰
く
「
…
結
果
と
し
て
、
律
法
は
明
ら
か
に
私
た
ち
に
と
っ
て
、
私
た
ち
の
罪
と
呪
い
を
認
識
し
、

見
つ
め
る
た
め
の
鏡
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」灣
さ
ら
に
第
三
の
理
由
と
し
て
、
綱
要
初
版
の
構
造
も
ま
た
、
彼
の

律
法
理
解
に
関
す
る
強
調
点
の
在
処
を
示
し
て
い
る
事
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
綱
要
初
版
の
の
基
本
構
造
は
以
下
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
１
　
律
法
、
２
　
使
徒
信
条
、
３
　
主
の
祈
り
、
４
　
聖
礼
典
、
５
　
五
つ
の
偽
の
礼
典
な
ら
び
に
キ
リ
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ス
ト
者
の
自
由
。
こ
の
構
造
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
初
版
に
お
け
る
律
法
の
役
割
と
し
て
は
、
人
を
キ
リ
ス
ト
或
い
は
福

音
へ
と
導
く
役
割
が
、
構
造
的
に
は
意
識
さ
れ
て
い
る
事
が
分
か
ろ
う
。

第
二
の
論
点
は
、
綱
要
初
版
に
お
け
る
「
祈
り
」
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
彼
は
先
述
の
カ
テ
キ
ズ
ム
と
同
様
、
聖
化
論
の
課

題
と
し
て
の
祈
り
を
十
分
に
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
殆
ど
が
先
の
カ
テ
キ
ズ
ム
と
重
複
す
る
た
め
に
こ
こ
で
は
詳
述
は

省
く
こ
と
と
す
る
。

第
三
の
論
点
は
、
律
法
と
祈
り
の
関
係
の
欠
如
で
あ
る
。
律
法
と
祈
り
を
等
し
く
聖
化
論
の
課
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
一
方

で
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
こ
の
両
者
の
間
に
あ
る
関
係
に
つ
い
て
は
一
切
の
言
及
を
欠
い
て
い
る
。
む
し
ろ
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
綱
要
初
版
の
構
造
に
お
い
て
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
律
法
と
祈
り
を
切
り
離
し
て
考
え
て
お
り
、
律
法
理
解
に
お
け
る
主
要

な
強
調
点
が
依
然
と
し
て
、
義
認
論
の
範
疇
（
す
な
わ
ち
第
二
用
法
）
に
あ
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

４
　
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
最
終
版
（
一
五
五
九
年
）

ま
ず
第
一
の
論
点
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
は
律
法
の
第
三
用
法
の
強
調
で
あ
ろ
う
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
こ
の
綱
要
最
終
版
に
お

い
て
、
先
述
の
二
つ
の
カ
テ
キ
ズ
ム
や
、
綱
要
初
版
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
意
義
深
さ
を
も
っ
て
律
法
の
第
三
用
法
を

強
調
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
第
三
用
法
の
強
調
は
、
第
三
用
法
の
た
め
に
割
い
た
分
量
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
次
の
呼
称
が
彼

の
強
調
の
ほ
ど
を
何
よ
り
も
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
綱
要
の
最
終
版
に
お
い
て
、
律
法
の
第
三
用
法
を
強
調

し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
こ
の
第
三
番
目
の
、
そ
し
て
律
法
に
お
け
る
主
要
と
も
言
え
る
用
法
は
、

律
法
の
最
も
妥
当
な
用
法
と
も
言
え
る
も
の
で
、
そ
の
働
き
の
場
を
信
仰
者
の
間
、
す
な
わ
ち
そ
の
心
に
神
の
霊
を
す
で
に
宿

し
、
神
の
霊
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
人
々
の
間
に
持
っ
て
い
る
。」炙
こ
の
律
法
の
第
三
用
法
に
関
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
言
及

を
見
る
時
に
、
私
た
ち
は
以
下
の
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
綱
要
初
版
と
異
な
り
、
こ
の
綱
要
最

終
版
に
お
い
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
律
法
理
解
に
関
す
る
軸
足
は
完
全
に
第
三
用
法
に
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
第
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三
用
法
の
理
解
た
る
や
、
ま
こ
と
に
多
彩
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
信
仰
者
が
そ
れ
に
沿
う
べ
き
神
の
意
志
を
示
す
第
三
用

法
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
神
の
意
志
に
合
致
し
て
い
く
べ
く
信
仰
者
を
励
ま
す
第
三
用
法
の
違
っ
た
側
面
に

つ
い
て
も
言
及
し
て
い
く炒
。
さ
ら
に
は
信
仰
者
に
と
っ
て
の
、
具
体
的
な
生
活
基
準
と
し
て
の
機
能
を
も
第
三
用
法
の
中
に
見

出
し
て
い
く
事
と
も
な
り
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
の
律
法
が
狭
隘
な
神
学
上
の
題
材
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
神
学
全
体
を

貫
い
て
い
る
大
き
な
主
題
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
推
測
さ
せ
る
分
量
を
も
っ
て
、
自
ら
の
律
法
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ

る炯
。さ

て
、
第
二
の
論
点
は
祈
祷
論
で
あ
る
。
私
た
ち
は
綱
要
最
終
版
に
お
い
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
「
祈
り
」
を
「
信
仰
の
主
要

な
行
為
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う烱
。
勿
論
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
綱
要
初
版
に
お
い
て

も
聖
化
論
の
課
題
と
し
て
の
「
祈
り
」
を
取
り
扱
っ
て
い
た
が
、「
信
仰
の
主
要
な
行
為
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
「
祈
り
」
に

与
え
ら
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
綱
要
最
終
版
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
信
仰
の
主
要
な
行
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
綱
要
最
終

版
の
中
に
お
け
る
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
祈
り
に
関
す
る
言
及
の
豊
か
さ
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
カ

ル
ヴ
ァ
ン
は
こ
の
最
終
版
に
お
い
て
「
信
仰
の
主
要
な
行
為
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
一
躍
、
聖
化
論
の
主
役
と
し
て
の
祈
り

を
印
象
づ
け
て
い
く
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る炬
。

第
三
の
論
点
は
、
綱
要
最
終
版
の
中
に
見
ら
れ
る
律
法
と
祈
り
の
関
係
の
ヒ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
こ
の
綱
要
最
終
版
を
注
意
深

く
読
ん
で
い
く
な
ら
ば
、（
帰
納
的
或
い
は
類
推
的
な
結
論
で
は
あ
る
が
）
律
法
と
祈
り
と
の
間
の
関
係
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
化
論
自
体
が
理
解
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
先
述
の
通
り
、
信

仰
者
の
生
活
基
準
と
し
て
の
律
法
を
明
言
す
る
一
方
で
、
信
仰
の
主
要
な
行
為
と
し
て
の
「
祈
り
」
を
も
明
確
に
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
考
え
方
を
考
察
し
て
い
く
な
ら
ば
、
彼
の
神
学
の
中
、
律
法
と
祈
り
と
の
間
に
何
か
し
ら

の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
律
法
の
第
三
用
法
は
、
単
な
る
律
法
の
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用
法
な
の
で
は
な
く
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
律
法
の
主
要
な
用
法

、
、
、
、
、

な
の
で
あ
り
、
そ
の
働
き
の
場
は
信
仰
者
の
間
に
豊
か

に
見
出
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
綱
要
最
終
版
中
の
第
三
用
法
に
関
す
る
言
及
を
見
て
い
く
な
ら
ば
、
律
法
な
く
し

て
は
信
仰
者
の
成
熟
な
ど
あ
り
得
な
い
と
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
考
え
て
い
る
事
は
も
は
や
明
白
で
あ
ろ
う炸
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

祈
り
も
ま
た
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
単
な
る
信
仰
の
行
為
ど
こ
ろ
の
位
置
づ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
信

仰
の
主
要
な
行
為
」
で
あ
っ
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
祈
り
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
信
仰
生
活
を
語
る
こ
と
も
ま
た
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
神
学
に
お
い
て
は
不
可
能
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
律
法
と
祈
り
が
信
仰
生
活
も
し
く
は
聖

化
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
必
要
不
可
欠
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
思
う
時
に
、
こ
れ
ら
二
つ
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
化
論

に
お
い
て
全
く
独
立
し
た
個
別
の
主
題
で
あ
っ
て
、
全
く
個
別
に
機
能
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
む
し
ろ
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
聖
化
論
の
枠
組
み
の
中
で
律
法
と
祈
り
の
取
り
扱
い
を
見
て
い
く
な
ら
ば
、
帰
納
的
あ
る
い
は
類
推
的
な
結
論
で

は
あ
る
が
、
私
た
ち
は
何
か
し
ら
の
関
係
を
両
者
の
間
に
想
定
し
な
い
限
り
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
化
論
を
全
体
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
何
か
し
ら
の
関
係
が
律
法
と
祈
り
の
間
に
あ
る
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
も
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
そ
う
し
た
関

係
に
つ
い
て
直
接
的
に
言
及
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
律
法
と
祈
り
の
関
係
の
ヒ
ン
ト
を
見
出
す
こ
と
は

可
能
で
も
、
そ
こ
に
明
確
な
定
義
を
見
い
出
す
こ
と
ま
で
は
で
き
ず
、
こ
こ
に
綱
要
最
終
版
の
限
界
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。

Ｄ
　
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
の
大
教
理
問
答
な
ら
び
に
小
教
理
問
答

こ
こ
で
は
Ｈ
Ｃ
の
主
要
な
著
者
と
一
般
に
言
わ
れ
る
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
の
二
つ
の
カ
テ
キ
ズ
ム
に
注
目
し
て
い
く炳
。
最
初
に
目
を

留
め
る
の
は
著
者
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
の
神
学
講
義
の
レ
ジ
メ
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
大
教
理
問
答
（
ラ
テ
ン
名C

atech
esis
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m
aior

）
で
あ
り
、
後
に
目
を
留
め
る
の
は
、
Ｈ
Ｃ
の
準
備
文
書
と
言
わ
れ
て
い
る
小
教
理
問
答
（
ラ
テ
ン
名C

atechesis

m
inor

）
で
あ
る炮
。

１
　
大
教
理
問
答
（
一
五
六
一
年
）

本
稿
主
題
と
の
関
連
で
、
大
教
理
問
答
に
は
三
つ
の
論
点
が
あ
る
。
第
一
は
、
大
教
理
問
答
が
信
仰
者
の
生
活
と
感
謝
の
基

準
と
し
て
の
律
法
を
扱
う
一
方
、
律
法
を
神
礼
拝
に
密
接
に
関
連
づ
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
問
一
五
○
に
お
い
て
、
な

ぜ
回
心
者
に
も
律
法
が
宣
教
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
い
を
挙
げ
な
が
ら
、
大
教
理
問
答
は
次
の
よ
う
な
答
を
提

示
し
て
い
く
。「
そ
れ
は
回
心
者
た
ち
が
、
神
が
是
認
し
、
か
つ
契
約
の
神
が
求
め
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
礼
拝
が
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
か
を
学
ぶ
た
め
で
あ
る
。」烟
換
言
す
る
な
ら
ば
、
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
は
こ
の
問
一
五
○
に
お
い
て
、
神
礼
拝
の
規
範
を
教
え

る
律
法
の
役
割
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
は
、
大
教
理
問
答
の
祈
り
の
取
り
扱
い
が
極
め
て
積
極
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
問
二
二
四
に
お

い
て
「
キ
リ
ス
ト
者
は
な
ぜ
神
に
祈
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
大
教
理
問
答
は
以
下
の
よ
う
に
答

え
て
い
る
。「
そ
れ
は
恵
み
の
契
約
が
私
た
ち
に
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
神
礼
拝
の
最
も
重
要
な
部
分
が
祈
り
で
あ
る
か
ら

で
す
。」
こ
の
よ
う
に
恵
み
の
契
約
と
の
関
連
か
ら
、
神
礼
拝
の
文
脈
の
中
に
に
祈
り
を
位
置
づ
け
た
後
で
、
問
二
二
五
は
さ
ら

に
祈
り
に
つ
い
て
こ
う
定
義
し
て
い
く
。「（
祈
り
と
は
）
私
た
ち
が
そ
れ
に
よ
っ
て
神
に
向
か
い
、
霊
と
身
体
に
関
す
る
賜
物

を
求
め
て
い
く
た
め
の
、
私
た
ち
の
魂
か
ら
発
す
る
燃
え
る
よ
う
な
願
い
の
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
、
そ

の
命
令
と
約
束
に
従
い
、
神
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
ま
た
そ
れ
（
祈
り
）
は
、
受
け
た
恵
み
の
ゆ
え
に
神
に
捧
げ

ら
れ
る
感
謝
で
も
あ
り
ま
す
。」
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
大
教
理
問
答
が
問
二
二
五
前
半
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
嘆
願
の
祈
り

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
時
に
も
、
極
め
て
積
極
的
な
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

他
の
カ
テ
キ
ズ
ム
の
多
く
が
嘆
願
の
祈
り
と
の
関
連
で
言
及
す
る
「
信
仰
者
の
弱
さ
の
自
覚
」
が
、
大
教
理
問
答
の
中
に
は
一
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切
見
ら
れ
な
い烋
。
む
し
ろ
「
燃
え
る
よ
う
な
願
い
」
と
い
う
言
葉
に
言
い
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
嘆
願
の
祈
り
に
お
い
て
も
そ
の

姿
勢
が
前
向
き
で
あ
り
、
積
極
的
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
第
一
、
第
二
の
点
を
総
合
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
三
番
目
の
点
が
自
ず
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
。
す
な
わ
ち
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
が
大
教
理
問
答
に
お
い
て
、「
神
礼
拝
」
を
律
法
と
祈
り
を
結
ぶ
結
び
目
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
先
述
の
よ
う
に
大
教
理
問
答
は
律
法
を
神
礼
拝
の
た
め
の
規
範
を
教
え

る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
の
上
で
大
教
理
問
答
は
問
二
二
四
に
お
い
て
「
祈
り
」
を
神
礼
拝
の
最
も
重
要
な
部
分

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
、
そ
の
内
容
を
精
査
し
て
い
く
な
ら
ば
、
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
が
「
神
礼
拝
」
と
い
う
概
念
を
、
律
法
と
祈
り
を
結
び
つ
け
る

結
び
目
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
の
推
測
は
、
あ
る
程
度
成
り
立
つ
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
大
教
理
問
答
を
、
そ
の
構
造
か
ら

分
析
し
て
い
く
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
「
神
礼
拝
」
と
い
う
結
び
目
に
つ
い
て
も
、
依
然
と
し
て
断
定
で
き
な
い
曖
昧
さ
が
残
っ

て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
は
、
大
教
理
問
答
に
お
い
て
構
造
上
、
律
法
と
祈
り
を
切
り
離
し
て
扱
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
大
教
理
問
答
は
、
そ
の
構
造
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
１
　
律
法
、
２
　
使
徒
信

条
、
３
　
祈
り
、
４
　
聖
礼
典
。
そ
れ
ゆ
え
に
構
造
に
お
い
て
言
う
な
ら
ば
、
大
教
理
問
答
は
依
然
と
し
て
律
法
の
第
二
用
法

を
重
視
す
る
古
い
カ
テ
キ
ズ
ム
の
配
列
に
従
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
が
そ
の
聖
化
論
の
中
で
ど
の
程
度

ま
で
律
法
と
祈
り
を
関
係
づ
け
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
依
然
、
灰
色
の
曖
昧
さ
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

２
　
小
教
理
問
答
（
一
五
六
二
年
）

小
教
理
問
答
に
は
、
以
下
二
つ
の
論
点
が
あ
る
。
第
一
は
小
教
理
問
答
が
律
法
と
祈
り
を
、
神
に
対
す
る
感
謝
を
学
ぶ
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
理
解
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
問
六
は
以
下
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。「
問
六
　
ど
こ
で
、
わ
た
し
た

ち
が
神
に
対
し
て
負
う
て
い
る
感
謝
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
ま
す
か
。
答

十
戒
と
神
に
対
す
る
祈
り
の
教
理
に
お
い
て
で
す
。」烝
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こ
の
よ
う
に
し
て
明
快
に
律
法
（
十
戒
）
と
祈
り
を
キ
リ
ス
ト
者
の
感
謝
に
結
び
つ
け
て
い
く
小
教
理
問
答
の
積
極
的
な
手
法

は
、
極
め
て
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
律
法
と
祈
り
に
関
す
る
小
教
理
問
答
の
積
極
的
な
扱
い
は
、
問
答
の

全
体
を
貫
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
Ｈ
Ｃ
と
の
関
連
で
特
に
目
を
留
め
て
お
き
た
い
の
は
、
問
九
六
が
与
え
た
祈
り
の
定

義
で
あ
る
。「
問
九
六
　
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
者
に
は
祈
り
が
必
要
で
す
か
。
答
　
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
祈
り
は
神
に
対
す
る
感
謝
の

す
ぐ
れ
た
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
ま
こ
と
の
信
仰
な
ど
あ
り
え
な
い
か
ら
で
す
。」烙
こ
の
問
九
六
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
「
祈
り
」
を
「
感
謝
の
最
も
重
要
な
部
分
」
と
位
置
づ
け
た
Ｈ
Ｃ
一
一
六
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
小
教
理
問
答
の
持
つ
三
重
構
造
で
あ
る
。
小
教
理
問
答
は
、
悲
惨
、
救
い
、
感
謝
の
三
部
か
ら
成
る
Ｈ
Ｃ
と
同
様

の
三
重
構
造
を
持
ち
、
な
お
か
つ
第
三
部
「
感
謝
」
の
中
で
律
法
と
祈
り
を
連
続
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
律
法
と
祈

り
を
内
容
と
構
造
の
両
方
に
お
い
て
「
感
謝
」
と
関
連
づ
け
て
い
く
小
教
理
問
答
の
手
法
は
、
律
法
と
祈
り
と
の
直
接
的
な
関

係
を
実
質
的
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
等
し
い
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
小
教
理
問
答
も
ま
た
、
依
然
と
し
て
そ
の

関
係
性
を
明
言
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

Ｅ
　
結
論

１
　
歴
史
的
文
脈
の
要
約

私
た
ち
は
こ
の
章
で
Ｈ
Ｃ
と
時
代
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
主
要
な
信
仰
告
白
文
書
に
目
を
留
め
て
来
た
が
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
を
除

い
て
は
、
信
仰
者
を
積
極
的
に
祈
り
へ
と
導
い
て
い
く
律
法
の
役
割
に
つ
い
て
言
明
し
て
い
る
も
の
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
直
接
的
な
言
明
は
見
出
せ
な
く
と
も
、
そ
の
足
が
か
り
的
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
も
の
は
、
幾
つ
か
見
出
す
こ

と
が
出
来
た
と
思
う
。
例
え
ば
ル
タ
ー
は
、
律
法
の
第
二
用
法
に
主
要
な
強
調
を
置
い
て
い
て
も
な
お
、
そ
の
同
じ
カ
テ
キ
ズ

ム
の
中
で
律
法
と
祈
り
の
双
方
を
聖
化
の
課
題
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
神
学
総
論
初
版
（
一
五
二
一
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年
）
か
ら
最
終
版
（
一
五
五
五
年
）
を
比
較
検
討
す
る
中
で
、
私
た
ち
は
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
律
法
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
、
ル

タ
ー
の
よ
う
な
第
二
用
法
の
強
調
か
ら
、
第
三
用
法
も
視
野
に
入
れ
た
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
取
り
扱
い
へ
と
移
っ
て
い
く
の
を

見
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
律
法
の
第
三
用
法
が
定
着
し
て
い
く
移
行
期
の
中
で
活
躍

し
た
移
行
期
の
神
学
者
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
だ
ろ
う
。

さ
て
ル
タ
ー
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
辿
り
、
宗
教
改
革
も
第
二
世
代
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
頃
に
な
る
と
律
法
と
祈
り
を
聖
化
論
の

必
須
項
目
と
み
な
し
て
い
く
立
場
は
、
ほ
ぼ
定
着
を
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
律
法
を
信
仰
者
の

生
活
基
準
と
し
て
捉
え
る
第
三
用
法
を
律
法
の
主
要
な
用
法
で
あ
る
と
強
調
す
る
の
と
同
時
に
、
祈
り
に
つ
い
て
は
「
信
仰
の

主
要
な
行
為
」
と
し
て
定
義
づ
け
て
い
く
こ
と
を
し
て
い
る
。
加
え
て
一
五
四
五
年
の
カ
テ
キ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
カ
ル
ヴ
ァ

ン
は
構
造
的
に
律
法
と
祈
り
を
な
ら
べ
て
、
両
者
が
い
ず
れ
も
聖
化
論
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
く
こ
と
に
も
な

る
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
大
教
理
問
答
に
お
い
て
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
は
、
律
法
の
宣
教
が
神
礼
拝
の
規
範
を
も
た
ら
す
こ
と
を
明
言
す
る
と
共
に
、

祈
り
に
つ
い
て
は
神
礼
拝
の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
定
義
し
、
神
礼
拝
が
律
法
と
祈
り
の
結
び
目
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

暗
に
示
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

２
　
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
歴
史
的
な
意
味

こ
れ
ら
の
数
々
の
ヒ
ン
ト
を
考
察
し
て
い
く
時
に
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
歴
史
的
に
持
っ
て
い
る
意
味
合
い
は
、
以
下
の
二
点
に

絞
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
思
う
。

第
一
に
Ｈ
Ｃ
一
一
五
は
、
信
仰
生
活
の
観
点
か
ら
律
法
と
祈
り
と
の
間
に
直
接
的
な
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
を
告
白
し
た
唯

一
の
神
学
的
声
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
直
接
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

Ｈ
Ｃ
は
律
法
が
聖
化
論
に
お
け
る
不
可
欠
の
課
題
で
あ
る
と
の
認
識
を
歴
史
的
に
完
成
し
た
と
も
言
い
得
る
の
で
は
な
い
か
。
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顧
み
れ
ば
、
宗
教
改
革
初
期
に
お
い
て
、
律
法
の
用
法
は
、
お
も
に
未
信
仰
者
と
関
連
づ
け
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

こ
の
時
期
の
律
法
の
取
り
扱
い
は
義
認
論
が
そ
の
主
要
な
範
疇
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る

改
革
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
よ
り
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
律
法
理
解
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
律
法
を
信
仰

者
の
生
活
と
関
連
づ
け
て
い
く
用
法
が
、
次
第
に
市
民
権
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
一
五
五
○
年
代
の
ル
タ

ー
派
の
信
仰
告
白
文
書
な
ら
び
に
、
一
五
六
○
年
代
の
改
革
派
の
信
仰
告
白
文
書
が
登
場
す
る
頃
に
は
、
そ
れ
ら
の
大
半
が
い

わ
ゆ
る
律
法
の
第
三
用
法
に
言
及
を
し
て
い
く
ま
で
に
定
着
を
見
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
律
法
の
第
三

用
法
が
定
着
を
見
て
も
な
お
、
律
法
と
祈
り
と
の
関
係
に
つ
い
て
直
接
的
に
言
明
し
て
い
く
信
仰
告
白
文
書
は
現
れ
ず
、
つ
い

に
一
五
六
三
年
の
Ｈ
Ｃ
に
よ
っ
て
歴
史
上
初
め
て
、
律
法
と
祈
り
の
関
係
が
言
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
Ｈ
Ｃ
は
、
聖
化
論
の
課
題
と
し
て
の
律
法
理
解
を
歴
史
的
に
完
成
し
、
な
お
か
つ
、
律
法
の
聖

化
論
中
の
重
要
な
位
置
づ
け
の
確
立
に
寄
与
し
た
と
言
い
得
る
と
思
う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
は
律
法
を
祈
り
に

関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
律
法
を
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
生
活
に
適
用
し
て
い
く
こ
と
の
不
可
欠
性
を
、
こ
れ
ま
で
の
ど
の
カ

テ
キ
ズ
ム
に
も
ま
さ
っ
て
明
快
に
言
い
切
っ
た
声
明
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
律
法
を
祈
り
に
直
接
関
係
づ
け
て
い
っ
た
事
実
は
、
聖
化
論
を
有
機
的
或
い
は
包
括
的
に
取
り
扱

お
う
と
し
た
、
歴
史
上
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
と
も
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
詳
述
す
れ
ば
、
Ｈ
Ｃ
が
世
に
出
る
前
は
、
律

法
と
祈
り
が
聖
化
論
の
必
須
項
目
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
い
て
も
、
律
法
と
祈
り
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
は
律
法
と
祈
り
が
、
聖
化
論
中
、
ま
る
で
全
く
独
立
し
た
課
題
で
あ
る
か
の
よ
う
な
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
聖
化
論
が
全
体
と
し
て
有
機
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の

例
を
挙
げ
よ
う
。
彼
は
、
律
法
と
祈
り
が
聖
化
論
中
、
極
め
て
重
要
な
項
目
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
二
つ
の
関
係
を
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
彼
の
著
作
に
お
い
て
は
律
法
と
祈
り
が
全
く
関
係
の
な
い
課
題
で
あ
る
か
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の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
Ｈ
Ｃ
一
一
五
は
、
律
法
か
ら
祈
り
へ
と
流
れ
る
直
接
的
な
関
係
を
明
ら

か
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
、
聖
化
論
を
全
体
と
し
て
有
機
的
に
取
り
扱
う
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
次
号
の
基
督
神
学
に
お
い
て
筆
者
は
、
こ
の
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
神
学
的
な
意
味
を
探
り
つ
つ
包
括
的
な
注
解
を
試
み
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。
加
え
て
、
Ｈ
Ｃ
の
祈
祷
論
の
要
と
も
い
え
る
Ｈ
Ｃ
一
一
六
の
注
解
も
同
時
に
扱
い
な
が
ら
、
Ｈ
Ｃ
が
提

示
し
て
い
る
律
法
と
祈
り
の
関
係
の
豊
か
さ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
上
で
結
論
に
お
い
て
は
、「
祈
り
に
導

く
律
法
」
の
聖
書
的
な
基
盤
を
評
価
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。（
次
号
に
続
く
）

注

漓
本
稿
は
筆
者
が
二
○
○
三
年
五
月
に
米
国
ミ
シ
ガ
ン
州
、
カ
ル
ヴ
ィ
ン
神
学
校
に
提
出
し
た
神
学
修
士
（T

h.M

）
論
文
を
、

基
督
神
学
用
に
翻
訳
か
つ
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
題
は
以
下
の
通
り
。

Saito,Isom
i.T

he
R

elation
ofthe

Law
to

Prayer
in

the
H

eidelberg
C

atechism
,C

alvin
T

heologicalSem
inary,2003.

滷[

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」
春
名
純
人
訳
（
神
戸：

リ
フ
ォ
ー
ム
ド
新
書
、
一
九
九
六
年
）、
一
二
二
〜
一
二
三
頁
。
な

お
本
稿
に
お
い
て
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
の
日
本
語
訳
と
し
て
こ
の
春
名
訳
を
引
用
し
て

い
く
。

澆
Ｈ
Ｃ
一
一
五
、
一
一
六
を
続
け
て
見
よ
。

潺F
red

H
.K

looster,O
ur

O
nly

C
om

fort:A
C

om
prehensive

C
om

m
entary

on
the

H
eidelberg

C
atechism

,2
vols.(G

rand

R
apids:F

aith
A

live
C

hristians
R

esource,2001),p.1:77.

カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
こ
の
用
法
を
第
二
用
法
で
は
な
く
、「
律

法
の
第
一
用
法
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
る
が
、
第
一
か
第
二
か
の
区
別
は
、
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
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通
例
に
従
い
こ
の
用
法
を
第
二
用
法
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
詳
し
く
は
同
書
、p.1:76.

潸Lyle
D

.B
ierm

a,“T
he

Structure
ofthe

H
eidelberg

C
atechism

:M
elanchthonian

or
C

alvinist?”,forthcom
ing

article,pp.17–18.

ビ
エ
ル
マ
は
言
う
。“In

his
1543

edition
ofthe

LociM
elanchthon

distinguishes
tw

o
aspects

to
this

third
use

ofthe
law

.F
irst,the

law
reveals

the
rem

nants
ofsin

in
the

believer's
life

so
that

he
or

she

m
ay

grow
in

both
know

ledge
ofsin

and
repentance.Second,it

teaches
the

particular
w

orks
by

w
hich

G
od

w
ants

us
to

exercise
obedience.”

澁
同
書
、pp.17-18.

澀J.H
.H

all,“R
eform

ed
C

atechetics,”
C

oncordia
Journal5,no.6

(N
ov.1979):p.205.

こ
の
他
に
は
、I.

John
H

esselink,
“T

he
L

aw
of

G
od,”

in
G

uilt,
G

race,
and

G
ratitude:

A
C

om
m

entary
on

the

H
eidelberg

C
atechism

,
C

om
m

em
orating

Its
400th

A
nniversary,

ed.
D

onald
J.

B
ruggink

(N
ew

York:
H

alf
M

oon

Press,
1963),

p.
194.

H
ow

ard
H

agem
an,

“T
he

H
eidelberg

C
atechism

as
a

M
eans

of
C

hristian
N

urture,”

T
heology

and
Life

6
(A

utum
n

1963):p.245.G
ordon

J.Spykm
an,N

ever
on

Your
O

w
n:A

C
ourse

of
Study

on
the

H
eidelberg

C
atechism

and
C

om
pendium

(G
rand

R
apids:

B
oard

of
P

ublications
of

the
C

hristian
R

eform
ed

C
hurch,

1984),
p.

181.
A

ndrew
K

uyvenhoven,
C

om
fort

and
Joy:

A
Study

of
the

H
eidelberg

C
atechism

(G
rand

R
apids:C

R
C

Publications,1988),p.262.

ヘ
ッ
セ
リ
ン
ク
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
の
構
造
に
注
目
。
ヘ
ー
ゲ

マ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
視
点
か
ら
、
ま
た
ス
パ
イ
ク
マ
ン
は
倫
理
的
関
心
か
ら
、
カ
イ
ヴ
ェ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
聖

化
の
目
標
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
に
お
け
る
律
法
の
第
三
用
法
理
解
の
重
要
性
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。

潯F
red

H
.K

looster,A
M

ighty
C

om
fort:

the
C

hristian
Faith

A
ccording

to
the

H
eidelberg

C
atechism

(G
rand

R
apids:
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C
R

C
Publications,1990),p.93.

潛A
.C

.W
hitm

er,
N

otes
on

the
H

eidelberg
C

atechism
(Philadelphia:T

he
R

eform
ed

C
hurch

Publication
B

oard,

1887),
p.

292.

こ
の
他
に
はH

erm
an

H
oeksem

a,
R

eform
ed

Sym
bols:

Introduction
and

N
otes

on
the

H
eidelberg

C
atechism

(G
rand

R
apids:T

heologicalSchoolofthe
Protestant

R
eform

ed
C

hurches,1968),p.65

な
ど
を
参
照

の
こ
と
。

濳
た
と
え
ばA

llen
D

.Verhey,“Prayer
and

the
M

oral
Life

A
ccording

to
the

H
eidelberg

C
atechism

:E
thics

in

the
R

eform
ed

T
radition,”

R
eform

ed
R

eview
48

(A
utum

n
1994):

p.
27.

そ
の
他
に
はJam

es
M

cC
ord,

“T
he

H
eidelberg

C
atechism

:A
n

E
cum

enicalC
onfession,”

Princeton
Sem

inary
B

ulletin
56

(F
all1963):p.17

等
。

潭
こ
こ
で
筆
者
が
「
主
要
な
執
筆
者
と
言
わ
れ
て
い
る
」
と
記
し
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
が
、
そ
も
そ
も
委
員

会
に
よ
る
共
同
執
筆
の
作
品
で
あ
る
が
た
め
に
、
執
筆
者
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
事
情
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

澂Zacharius
U

rsinus,T
he

C
om

m
entary

ofD
r.Zacharius

U
rsinus

on
the

H
eidelberg

C
atechism

,trans.G
.W

.W
illiard

(G
rand

R
apids:E

erdm
ans,1954),p.614.

潼
同
書
、p.617.

本
文
中
の
訳
文
は
拙
訳
に
よ
る
。
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
も
の
。
英
訳
原
文
は
以
下
の
通
り
。

“T
hey

[C
hristians]are,nevertheless,ruled

in
this

sense
by

the
law

,that
it

teaches
them

w
hat

w
orship

is

pleasing
to

G
od;

and
the

H
oly

G
host,

likew
ise,

uses
the

doctrine
of

the
law

,
for

the
purpose

of
inclining

them
to

true
and

cheerfulobedience.”

潘
同
書
、pp.622–24.

澎
同
書
、pp.622–24.

な
お
、
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
が
挙
げ
る
九
つ
の
条
件
と
は
以
下
の
通
り
。

一
　“thatit

[prayer]be
directed

to
the

true
G

od,”
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二
　“a

know
ledge

ofthe
divine

com
m

andm
ent,”

三
　“a

know
ledge

ofthe
things

w
hich

w
e

oughtto
ask

atthe
hands

ofG
od,”

四
　“a

true
desire

for
those

things
w

hich
w

e
ask

ofG
od,”
五
　“a

know
ledge

and
sense

ofour
ow

n
w

ant,”

六
　“true

hum
ility

w
ith

an
acknow

ledgem
entofour

w
ant,”

七
　“a

know
ledge

ofC
hrist

the
M

ediator,and
trustin

him
,”

八
　“confidence

ofbeing
heard,”

九
　“a

know
ledge

ofthe
divine

prom
ise,w

ith
confidence

in
it.”

こ
の
九
つ
の
条
件
の
中
で
、
明
ら
か
に
「
従
順
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
筆
者
が
考
え
る
の
は
、
第
一
、
二
、
六
、
七
、
八
、

九
の
諸
条
件
で
あ
る
。

澑
こ
の
第
二
章
で
扱
う
信
仰
告
白
文
書
の
他
に
、
筆
者
は
以
下
の
も
の
に
当
た
っ
た
。
カ
ッ
コ
の
中
は
執
筆
完
成
の
年
代
。
ア

ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
信
仰
告
白
（
一
五
三
○
年
）、
英
国
国
教
会
信
仰
問
答
（
一
五
四
九
年
）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
信
仰
告
白
（
一
五

六
○
年
）、
ガ
ー
リ
カ
ン
信
仰
告
白
（
一
五
六
一
年
）、
ベ
ル
ギ
ー
信
条
（
一
五
六
一
年
）、
英
国
教
会
三
十
九
箇
条
信
仰
告
白

（
一
五
六
三
年
お
よ
び
改
訂
版
は
一
五
七
一
年
）、
第
二
ス
イ
ス
信
条
（
一
五
六
六
年
）。

濂M
artin

L
uther,

G
etting

into
Luther's

Large
C

atechism
:

A
G

uide
for

Popular
Study,

ed.
F.

Sam
uel

Janzow
(St.

Louis:A
ugsburg,1967),p.1.

潦
同
書
、p.1.

澳M
artin

L
uther,

Luther’s
Large

C
atechism

,
trans.

J.
N

.
L

enker
(M

inneapolis:
A

ugsburg
Publishing

H
ouse,

1967),
p.

92.

こ
の
他
に
も
、
ル
タ
ー
の
律
法
理
解
に
お
け
る
福
音
と
律
法
間
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
神
学
者
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た
ち
が
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
て
い
く
な
ら
ば
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
の
律
法
は
お
も
に
義
認
論
の
課
題
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、PaulA

lthaus,T
he

D
ivine

C
om

m
and:A

N
ew

Perspective
on

Law
and

G
ospel,trans.F.

Sherm
an

(Philadelphia:Fortress
Press,1066)

の
中
のW

.H
.Lazareth

に
よ
る
序
文
を
見
よ
。

澣M
artin

L
uther,A

Short
E

xplanation
of

D
r.M

artin
Luther's

Sm
allC

atechism
,

A
H

andbook
of

C
hristian

D
octrine

(St.Louis:C
oncordia

Publishing
H

ouse,1943),p.31.

澡
以
下
は
、
大
小
教
理
問
答
の
基
本
的
な
構
造
で
あ
る
。
一
　
十
戒
（
律
法
）、
二
　
使
徒
信
条
（
福
音
）、
三
　
主
の
祈
り
、

四
　
洗
礼
、
五
　
主
の
聖
な
る
晩
餐
。
な
お
、
伝
統
的
に
カ
テ
キ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
教
理
教
育
の
道
具
は
、
十
戒
、
使
徒
信

条
、
主
の
祈
り
を
扱
う
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
お
も
な
骨
格
と
し
て
来
た
。
そ
こ
で
は
十
戒
は
律
法
の
要
約
と
し
て
理
解
さ

れ
、
使
徒
信
条
は
福
音
の
要
約
、
そ
し
て
主
の
祈
り
は
キ
リ
ス
ト
者
の
祈
り
の
模
範
を
指
し
示
す
こ
と
に
よ
り
、
生
活
基
準

を
示
す
役
割
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
十
戒
と
使
徒
信
条
を
ど
の
よ
う
に
配
列
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の

カ
テ
キ
ズ
ム
の
根
底
に
あ
る
律
法
理
解
が
図
ら
ず
も
現
れ
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。

澤K
looster,O

ur
M

ighty
C

om
fort,pp.78–9.

澹Luther,Luther’s
Large

C
atechism

,p.72.

濆
同
書
、pp.96–9.

澪
同
書
、pp.96–9

に
お
け
る
項
目169

お
よ
び174

を
見
よ
。
ま
た
小
教
理
問
答
に
つ
い
て
は
、Luther,A

Short
E

xpla-

nation
ofD

r.M
artin

Luther’s
Sm

allC
atechism

,p.147.

い
ず
れ
に
お
い
て
も
神
が
祈
り
を
命
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し

て
神
が
私
た
ち
の
祈
り
を
聞
か
れ
る
こ
と
が
、
聖
化
論
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
ル
タ
ー
の
祈
祷
観
の
中
核
を
成
し
て
い
る
。

濟
同
書
、p.98.

濕L
yle

B
ierm

a,
“W

hat
H

ath
W

ittenberg
to

D
o

w
ith

H
eidelberg:

Philipp
M

elanchthon
and

the
H

eidelberg
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C
atechism

,”
in

M
elanchthon

in
E

urope
(G

rand
R

apids:
B

aker
B

ook
H

ouse,
1999):

pp.
105–7.

そ
の
他
に
は

B
ierm

a,“Structure
ofthe

H
eidelberg

C
atechism

,”
p.17.

ち
な
み
に
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
い
わ
ゆ
る
律
法
の
第
三
用
法
を
世
に
初
め
て
し
ょ
う
か
い
し
た
の
は
神
学
大
全
の
一
五
三
四

年
版
に
お
い
て
、
ま
た
す
で
に
述
べ
た
律
法
の
第
三
用
法
に
お
け
る
二
つ
の
側
面
（A

spect

）
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
し
た

の
は
一
五
四
三
年
版
と
な
っ
て
い
る
。

濬Philipp
M

elanchthon,
T

he
Loci

C
om

m
unes

of
Philipp

M
elanchthon

(1521)
w

ith
a

C
ritical

Introduction
by

the

T
ranslator,trans.C

.L.H
ill(B

oston:T
he

M
eador

Press,1944),p.222.

以
下
、
神
学
総
論
の
日
本
語
訳
は
す
べ
て
拙

訳
に
よ
る
。
な
お
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。

濔
例
え
ば
同
書
、p.223.

な
お
、
ル
タ
ー
も
ま
た
聖
化
に
お
け
る
聖
霊
の
働
き
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
が
、
律
法
の
実
践
を
助

け
る
聖
霊
の
働
き
と
い
う
点
に
お
い
て
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
著
作
は
ル
タ
ー
以
上
に
意
義
深
い
と
思
わ
れ
る
。
ル
タ
ー
の
大

教
理
問
答
、
項
目153–155

と
比
べ
よ
。

濘
同
書
、p.234.

濱B
ierm

a,“Structure
ofthe

H
eidelberg

C
atechism

,”
p.18.

濮
初
版
中
に
第
三
用
法
の
教
育
的
側
面
の
初
期
形
態
と
思
わ
れ
る
内
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
研
究
に
お
い
て
は
、

ま
こ
と
に
意
義
深
い
。
な
ぜ
な
ら
初
版
の
律
法
理
解
は
、
ル
タ
ー
同
様
に
第
二
用
法
の
強
調
で
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
第
二
用
法
の
強
調
に
つ
い
て
は
、M

elanchthon,T
he

LociC
om

m
unes

(1521),p.154,162

を
見
よ
。
メ
ラ
ン

ヒ
ト
ン
は
律
法
を
「
怒
り
と
罪
の
力
」（the

pow
er

ofw
rath

and
ofsin

）
と
呼
び
、
律
法
の
主
要
な
用
法
は
、
罪
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
た
第
二
用
法
の
強
調
の
中
に
あ
っ
て
も
な
お
、
初
版
の
中
に
は
後
に
メ
ラ

ン
ヒ
ト
ン
が
発
展
さ
せ
て
い
く
、
律
法
の
信
仰
生
活
へ
の
豊
か
な
適
用
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
誤
解
の
な
き
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よ
う
に
補
足
し
て
お
く
が
、
歴
史
的
観
点
か
ら
い
っ
て
律
法
の
第
三
用
法
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
間
で
第
三
用
法
の
定
義
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

濛Philipp
M

elanchthon,
M

elanchthon
on

C
hristian

D
octrine:

Loci
C

om
m

unes
1555,

trans.
C

lyde
L

.
M

anschreck

(N
ew

York:O
xford

U
niv.Press,1965),p.123.

瀉
同
書
、pp.123–7.

瀋
同
書
、p.127.

濺
同
上
。
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
に
よ
る
。

瀑
同
書
、pp.127–8

を
見
よ
。
こ
こ
に
は
神
学
総
論
最
終
版
に
お
け
る
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
律
法
理
解
が
、
信
仰
者
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
は
、
喜
び
を
基
調
と
し
た
も
の
へ
と
変
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
ご
く
自
然
に
現
れ
て
い
る
。

瀁
同
書
、p.296.

瀏
同
上
。

濾John
C

alvin,
C

atechism
1538,

trans.
F

ord
L

.
B

attles
(Pittsburgh:

T
he

Pittsburgh
T

heological
Sem

inary,

1972),
p.

14.

カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
こ
の
律
法
の
用
法
を
第
一
用
法
と
数
え
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
。
通
常
に
お
い
て
こ
の

用
法
は
第
二
用
法
と
し
て
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
。

瀛C
alvin,C

atechism
1538,p.14.

訳
文
は
す
べ
て
拙
訳
に
よ
る
も
の
。

瀚
同
書
、p.

9.

そ
れ
に
加
え
てI.

John
H

esselink,
C

alvin’s
First

C
atechism

(L
ouisville:

W
estm

inster
John

K
nox

Press,1977),p.76

を
見
よ
。
ヘ
ッ
セ
ン
リ
ン
ク
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
律
法
に
関
し
て
高
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
強
調

し
な
が
ら
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
の
律
法
と
は
生
活
の
た
め
の
単
な
る
基
準
を
超
え
て
、
も
は
や
生
き
方
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
と
さ
え
主
張
し
て
い
る
。



潴
同
書
、p.24.

カ
ッ
コ
内
は
筆
者
に
よ
る
。

瀝
同
上
。

瀘
同
書
、p.25.

瀟
同
上
。
加
え
てH

esselink,C
alvin’s

FirstC
atechism

,p.131

も
見
よ
。

瀰
こ
こ
で
「
第
二
用
法
」
と
言
う
場
合
は
、
先
述
の
通
り
一
般
に
通
用
し
て
い
る
第
二
用
法
、
す
な
わ
ち
「
罪
を
示
し
、
キ
リ

ス
ト
へ
と
導
く
」
義
認
論
の
中
に
お
け
る
用
法
と
し
て
理
解
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
混
乱
の
な
き
よ
う
再
度
触
れ
て
お
く
。

瀾John
C

alvin,“T
he

C
atechism

ofthe
C

hurch
ofG

eneva
(1545),”

in
C

alvin:T
heologicalT

reatises,ed.John
K

.S.

R
eid

(London:SC
M

Press,1954),p.92,119.

瀲
例
え
ばH

all,“R
eform

ed
C

atechetics,”
p.205.

灑John
C

alvin,
Institutes

of
the

C
hristian

R
eligion,trans.Ford

L.B
attles

(G
rand

R
apids:E

erdm
ans,1977),pp.

35–6.

例
え
ば
こ
の
箇
所
に
お
い
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
律
法
を
信
仰
者
の
た
め
の
「
ム
チ
」
と
呼
び
、
信
仰
者
が
神
の
意
志

に
一
致
し
て
い
く
こ
と
を
励
ま
す
道
具
と
し
て
律
法
を
捉
え
て
い
る
。

灣
同
書
、p.17.

訳
文
は
拙
訳
に
よ
る
。

炙John
C

alvin,Institutes
of

the
C

ristian
R

eligion,trans.Ford.L.B
attles

(Philadelphia:the
W

estm
inster

Press,

1977),II-vii-12.

日
本
語
訳
は
、
バ
ト
ル
ズ
に
よ
る
英
訳
か
ら
の
拙
訳
。

炒
同
上
。

炯
例
え
ば
、
同
書
、III-vii-1,

III-xix-2

な
ど
、
第
二
巻
、
三
巻
に
わ
た
っ
て
至
る
と
こ
ろ
で
律
法
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る

こ
と
に
気
づ
く
。

烱
同
書
、III–xx.

こ
の
訳
語
は
、
バ
ト
ル
ズ
の“the

chief
exercise

of
faith”

か
ら
の
拙
訳
。
ち
な
み
に
渡
辺
信
夫
訳
は

129



「
信
仰
の
修
練
の
主
要
な
も
の
」
と
訳
し
て
い
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
「
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
」
渡
辺
信
夫
訳
　III-xx

（
東
京：

新

教
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）、
一
○
五
頁
。

炬
同
書
、III-xx-1,2,27.

炸
同
書
、II-vii-12

を
見
よ
。

炳
先
述
の
通
り
、
Ｈ
Ｃ
の
著
者
を
（
厳
密
な
意
味
で
）
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
が

カ
テ
キ
ズ
ム
出
版
後
に
注
解
書
を
著
し
た
事
実
や
、
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
の
二
つ
の
カ
テ
キ
ズ
ム
が
Ｈ
Ｃ
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か

ら
今
日
、
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
を
主
要
な
著
者
と
す
る
こ
と
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

炮B
ierm

a,“W
hat

H
ath

W
ittenberg

to
D

o
w

ith
H

eidelberg,”
p.108

な
ら
び
に
矢
内
昭
二
「
解
説
」『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
信
仰
問
答
、
付
・
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
小
教
理
問
答
』
吉
田
隆
、
山
下
正
雄
訳
（
東
京：

新
教
出
版
、
一
九
九
三
年
）
一
五
四
頁
。

烟
筆
者
は
こ
こ
で
、J.M

endendorp
とF.K

looster

に
よ
る
未
出
版
の
大
教
理
問
答
の
英
訳
を
用
い
た
。
日
本
語
訳
は
拙
訳

に
よ
る
。
カ
ッ
コ
は
筆
者
が
加
え
た
も
の
。
な
お
、
同
英
訳
は
、
筆
者
の
指
導
教
官
で
あ
っ
た
ビ
エ
ル
マ
博
士
か
ら
厚
意
に

よ
り
借
用
し
た
も
の
。

烋
例
え
ば
、C

alvin,C
atechism

1538,p.24

を
見
よ
。
神
に
向
か
っ
て
何
か
し
ら
の
必
要
を
求
め
る
嘆
願
の
祈
り
を
捧
げ
る

折
り
に
、
信
仰
者
が
経
験
す
る
「
弱
さ
の
自
覚
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

烝[

ウ
ル
ジ
ヌ
ス
小
教
理
問
答
」
山
下
正
雄
訳
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
、
付
・
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
小
教
理
問
答
』
一
○
二
頁
。

烙
同
書
、
一
三
六
頁
。
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