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ノ

ヴ

「
黄
金
時
代
」

／ 

ス

の

1

1

1
神
秘
体
験
と
終
末
論
の
接
点
を
め
ぐ
っ
て
1

1

中

村

フじ

(I) 

一
七
九
九
年
に
成
立
し
た
『
キ
リ
ス
ト
教
世
界
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』

（
口
一
o
n
F
ユω
円
。
ロ
『
色
付
。
ハ
目
。
円
何
510℃
mw）

ノ
ヴ
ァ

の
中
で

ー
リ
ス
は
「
黄
金
時
代
」
（
。
。
5
0ロo
N色丹）

の
到
来
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
口
「
す
べ
て
は
ま
だ
暗
示
に
す
ぎ
ず
、
ぱ
ら
ぱ
ら

で
未
熟
で
は
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
歴
史
の
眼
に
は
、
宇
宙
的
人
格
、
新
し
い
歴
史
、
新
し
い
人
類
、
若
い
、
喜
び
に
打
た
れ
た
教
会
と
愛

の
神
と
の
こ
の
上
な
い
甘
美
な
抱
擁
、
そ
し
て
同
時
に
、
教
会
の
千
も
の
身
体
が
苧
む
新
し
い
救
世
主
の
敬
漫
な
懐
胎
で
あ
る
。
甘
美
な
恥

じ
ら
い
と
と
も
に
喜
ば
し
い
希
望
を
感
じ
ぬ
者
が
い
ょ
う
か
？
新
し
く
生
れ
出
る
も
の
、
そ
れ
は
父
の
似
姿
で
あ
り
、
昏
い
無
限
の
眼
を
持

つ
新
た
な
黄
金
時
代
、
即
ち
、
預
言
者
が
奇
跡
を
顕
わ
し
、
傷
を
癒
や
し
、
慰
め
、
永
遠
の
生
命
に
火
を
点
じ
る
時
代
で
あ
る
だ
ろ
う
」

点
は
引
則
者
）
。

と
こ
ろ
で
、
「
黄
金
時
代
」
と
い
う
観
念
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
っ
て
、

が
与
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
観
念
は
、

ヘ
シ
オ
ド
ス
に
よ
り
最
初
の
文
学
的
表
現

ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
起
源
の
黙
示
録
的
な
「
千
年
王
国
」
論
と
並
ん
で
、
経

。。

傍



験
的
時
空
に
制
約
さ
れ
た
現
実
を
乗
超
え
る
た
め
に
、
あ
る
特
定
の
理
想
イ
メ
ー
ジ
を
希
わ
れ
た
時
間
空
間
の
中
に
移
し
入
れ
る
と
い
う
作

用
に
よ
っ
て
、

コ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
際
立
っ
た
典
型
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
際
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な

理
想
イ
メ
ー
ジ
を
産
み
出
し
、
こ
れ
の
虚
偽
な
る
時
空
へ
の
転
移
を
促
す
も
の
が
、
他
で
も
な
く
、

え
難
い
悲
惨
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
こ
こ
に
あ
る
現
実
そ
の
も
の
の
堪

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
黄
金
時
代
、
千
年
王
国
と
い
っ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
観
念
は
、
理
想
イ
メ
ー
ジ
に
則
っ
て
い
ま
こ
こ
に
あ

る
現
実
を
否
定
し
、
端
的
に
そ
の
終
り
を
宣
告
す
る
が
故
に
、
こ
れ
を
担
う
者
に
つ
ね
に
新
し
い
、
革
命
的
な
意
識
を
喚
起
し
て
き
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、

と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
の
中
で
十
三
世
紀
の
反
教
権
主
義
運
動
に
お
け
る
ヨ
ア
キ
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ィ
オ
l
レ

と
こ
れ
に
連
な
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
心
霊
団
、
さ
ら
に
は
十
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ア
！
と
再
洗
礼
派
・
：

い
う
ま
で
も
な
く
想
像
力
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
4
〉

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
観
念
は
想
像
力
か
ら
そ
の
本
質
的
な
糧
を
得
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
神
秘
家
や
詩
人
の
ヴ
ィ

本
来
、
理
想
を
描
き
出
し
、
理
想
を
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
で
実
現
す
る
こ
と
は
、

ハ可
U

内
〈
け

と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
異
端
的
な
諸
潮
流
に
見
て
と
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
に
極
め
て
深
い
関
わ
り
を
有
し
、
そ
の
文
学
的
造
型
に
大
い
に
寄
与
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
は
こ
れ
か
ら
見
て
い
く

よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
系
譜
の
中
で
自
ら
の
文
学
的
造
型
を
実
現
し
て
い
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
稀
有
な
内
的
体
験
の
内
容
を
黄
金
時
代
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
観
念
に
則
っ
て
物
語
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
黄
金
時
代
と
い

う
観
念
は
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
に
お
い
て
こ
そ
、
文
学
上
の
十
分
な
具
体
性
と
体
験
そ
の
も
の
に
基
く
比
類
な
い
真
正
さ
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ

？こ

（

5
）
 

ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
の
思
考
と
感
情
に
か
く
も
固
有
な
「
ど
こ
に
で
も
あ
っ
て
ど
こ
に
も
な
い
か
の
祖
国
の
夢
」
が
、
ブ
ロ
ッ
ホ
の
言
葉
を
借



（

6
）
 

り
れ
ば
「
人
間
が
誰
し
も
子
供
時
代
に
み
と
め
な
が
ら
、
未
だ
誰
も
い
っ
た
こ
と
の
な
い
故
郷
」

へ
の
憧
れ
が
「
黄
金
時
代
」
と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て
総
括
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
黄
金
時
代
の
イ
デ
ー
は
『
キ
リ
ス
ト
教
世
界
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
の
み
な
ら
ず
、
実
に
ノ
ヴ

ァ
l
リ
ス
の
全
作
品
に
わ
た
っ
て
多
か
れ
少
か
れ
感
じ
取
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

ま
た
事
実
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
黄
金
時
代
の
イ
デ
ー
を

理
解
す
る
こ
と
は
、

と
こ
ろ
で
、

ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
に
あ
っ
て
は
、

ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
全
作
品
の
解
釈
に
と
っ
て
決
定
的
な
鍵
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ル
カ

l
チ
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
生
と
作
品
は
、
あ
る
い
は
体
験
と
イ
デ
ー
は

他
に
類
例
を
見
な
い
ほ
ど
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
従
っ
て
、

ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
を
総
括
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
彼
の
生
と
作
品
、

体
験
と
イ
デ
ー
は
ど
の
よ
う
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
是
非
と
も
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
事
実
ま
た
、
こ
の
こ

と
は
、
多
く
の
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
論
者
が
彼
を
、

い
わ
ゆ
る
「
ゾ
フ
ィ

l
体
験
」
（

ω。℃
E
Oロ
向
ユ
め
ず
巴
ω
）
に
よ
る
詩
人
と
し
て
言
及
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
迄
繰
返
し
大
な
り
小
な
り
問
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、

ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
の
黄
金
時
代
の
イ
デ
ー
を
論
じ
る
に

- 1:1(）一

際
し
で
も
、
こ
の
こ
と
を
無
視
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
黄
金
時
代
の
イ
デ
！
と
彼
固
有
の
体
験
と
の
関
連
が
問
わ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
も
し
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
生
涯
の
、
亡
き
ゾ
フ
ィ
ー
を
め
ぐ
る
一
連
の
限
想
と
幻

視
の
体
験
が
「
神
秘
体
験
」
（

E
3
Z
R
Z
開
立
与

2
口
問
）
と
呼
び
う
る
な
ら
、
さ
ら
に
彼
の
黄
金
時
代
の
イ
デ
ー
が
「
終
末
論
」
（
開
ω
岳山
E

と
見
倣
さ
れ
る
な
ら
、
彼
の
生
と
作
品
の
、
体
験
と
イ
デ
！
の
関
連
を
探
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
神
秘
体
験
と
終
末
論
の
接
点
を

円
。
－
。
阿
佐
）

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
本
論
文
の
怠
附
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
n

(II) 

ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
に
黄
金
時
代
の
到
来
を
心
か
ら
確
信
さ
せ
る
に
至
っ
た
体
験
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
？

」
の
こ
と
は



従
来
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
研
究
家
の
間
で
論
議
さ
れ
て
や
ま
な
か
っ
た
あ
の
、
「
突
如
と
し
て
一
切
の
も
の
を
造
り
変
え
、
そ
の
後
彼
の
全
生
活

（

8
）
 

の
内
作
と
な
っ
た
感
情
を
彼
の
う
ち
に
呼
起
し
た
」
事
件
が
、
黄
金
時
代
の
イ
デ
！
の
形
成
に
即
し
て
見
ら
れ
る
時
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ

れ
る
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
ゾ
フ
ィ
l
死
後
五
十
六
日
目
（
周
知
の
よ
う
に
、
彼
の
『
日
記
』
（
↓
ω向。
σ
ξ
F
q）
に
は
彼
女
の
命
日
を
起
点
と
し
た

日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。
）
の
一
七
九
七
年
五
月
十
三
日
の
守
日
記
』
に
記
さ
れ
た
体
験
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、

を
吟
味
す
る
こ

と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
夕
刻
ゾ
フ
ィ
l
の
も
と
へ
行
っ
た
。
そ
こ
で
僕
は
い
わ
く
い
い
難
い
再
び
を
感
じ
た

l
灰
め
く
よ
う
な
悦

惚
の
一
蹴
問
｜
僕
は
眼
の
前
か
ら
慕
を
塵
の
よ
う
に
吹
き
飛
ば
し
た
l
幾
世
紀
が
ま
る
で
数
瞬
間
の
よ
う
だ
つ
た
l
彼
女
の
銭
近
が
感
じ
ら
れ

（リ）

た
l
僕
は
彼
女
が
い
つ
何
ど
き
で
も
現
れ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
た
。
L

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
が
「
悦
惚
L

（
何
豆
町
ロ
巳

gz

B
5）

 

の
日
ハ
中
で
「
幾
世
紀
」

（】何回『「『己ロ（目。「
Z
）
を
「
数
瞬
間
」
（
冨
C
5
3
5）
の
う
ち
に
感
じ
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

HI ～ 

「、水市一地」

（
開
宅
一
向
付
。
芹
）

を
「
瞬
間
」
の
う
ち
に
把
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
ま

た
、
彼
に
は
生
と
死
の
境
界
が
廃
棄
さ
れ
、
死
せ
る
「
彼
女
の
接
近
」
（

5
5
Z出
｝
百
）
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
は

っ
き
り
と
物
語
る
の
が
、
以
下
の
『
オ
フ
タ

l
デ
イ
ン
ゲ
ン
』
（
白
色
口
止
の
『
ぐ
。
ロ

O
円

Z
E
E
m
m
wロ
）
の
一
一
コ
口
葉
で
あ
る
。
「
よ
り
高
い
世
界
は
私

た
ち
が
通
常
考
え
て
い
る
よ
り
ず
っ
と
近
く
に
あ
る
。
す
で
に
此
の
世
で
私
た
ち
は
よ
り
高
い
世
界
に
生
き
て
い
る
。
一
「
よ
り
高
い
世
界
じ

（E
o
g
F
2
0
司
巳
汁
）
、
そ
れ
は
、
前
述
の
『
日
記
』
と
の
関
連
で
い
う
な
ら
、
「
永
遠
」
の
世
界
で
あ
り
、
ゾ
フ
ィ
l
の
住
む
死
者
の
附

界
、
一
主
界
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
は
こ
こ
で
も
、
死
が
生
に
力
を
及
ぼ
し
、
両
者
が
互
い
に
浸
透
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
故
「
す

の
世
で
し
、

で
に
此
の
世
で
」
（
ω与
。
ロ

E
q）
霊
界
を
把
え
う
る
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
尚
、
つ
い
で
に
い
っ
て
お
く
と
、
「
す
で
に
此

（日）

い
ま
こ
こ
で
、
と
い
う
定
一
一
一
一
口
は
、
ア
ル
ベ
l
ル
・
ベ
ガ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
思
惟
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
っ
て
、



後
で
触
れ
る
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
黄
金
時
代
の
イ
デ
！
の
終
末
論
的
性
格
を
考
慮
す
る
際
に
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
）

い
ず

て
い
る
こ
と
、

一
七
九
七
年
五
月
十
三
日
の
体
験
は
、
時
間
と
永
遠
が
、
生
（
現
世
）
と
死
（
霊
界
）
が
互
い
に
浸
透
し
あ
い
混
佼
し
あ
っ

つ
ま
り
、
時
間
リ
永
遠
で
あ
り
、
生
H
死
で
あ
る
と
い
う
、
い
う
な
ら
ば
世
界
の
根
源
的
絶
対
的
な
あ
り
様
を
彼
に
開
示
し

れ
に
し
て
も
、

た
の
で
あ
る
。

（臼）

そ
し
て
こ
の
体
験
は
、
「
日
記
』
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、

ノ
ヴ
ァ

i
リ
ス
が
ゾ
フ
ィ

l
の
死
以
来
絶
え
ず
死
せ
る
彼
女
に
つ
い
て
黙

（日）

し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
つ
ね
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
、
と
い
う
状
況
の
中
で
生
じ
た
も
の

想
し
、
又
自
ら
も
自
殺
を
「
決
心
」
（
開
巳
円
匡
己
ロ
）

で
あ
っ
た
。
次
の
『
日
記
』
は
彼
の
こ
う
し
た
状
況
に
お
け
る
心
的
印
象
を
表
現
し
て
い
る
。
ー
世
界
は
ま
す
ま
す
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
、

周
り
の
事
物
も
ま
す
ま
す
ど
う
で
も
よ
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
だ
が
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
今
や
僕
の
周
辺
と
僕
の
内
部
は
い
よ
い
よ
明
る

（比）

く
な
っ
て
い
く
一

（
五
月
二
十
二
日
、
六
十
五
日
）
。
即
ち
、
彼
は
こ
の
体
験
を
機
縁
と
し
て

（
外
的
）
「
世
界
L

か
ら
遠
ざ
か
り
、
日
己
の

-J;j2--

「
内
部
」

へ
と
向
う
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
彼
に
と
り
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、

五
月
十
三
日
の
あ
の
体
験
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
確
認
さ
れ
て

い
た
永
遠
の
世
界
（
信
一
正
界
）

の
存
在
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
し
て
把
え
ら
れ
る
か
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
れ
が
存
在
す
る
に
も
拘
ら
ず
外
界
で

感
官
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
な
い
な
ら
、
我
々
自
身
の
内
部
で
感
官
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
担
え
る
他
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

次
の
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
の
一
一
一
一
口
葉
は
こ
の
よ
う
な
脈
絡
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
内
部
へ
と
神
秘
の
道
は
通
じ
て
い
る
。
永
遠
と
そ
の
世
界
、

（日）

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
？
」
以
上
の
よ
う
な
外
界
か
ら
の
離
脱
と
内
面
へ
の
降

過
去
と
未
来
は
我
々
の
内
部
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、

下
と
い
う
心
的
事
象
を
、
い
わ
ば
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
の
が
、
『
夜
の
讃
歌
』
（
同
日
1
H
H
H
H
M
g
m
E

門
出
。

夜
の
讃
美
と
い
う
表
象
で
あ
る
。
「
私
は
身
を
転
じ
て
、
聖
な
る
、
表
現
し
難
い
、
神
秘
な
夜
に
向
っ
て
下
り
て
い
く
（
：
：
：
）
。
光
は
何
と

念
品
ミ
し

か
の
彼
方
で
光
向
ゃ
く
星
々
に
も
勝
っ
て

Z
R
F片
）

に
お
け
る
光
の
否
定
と

貧
し
く
、

ま
た
何
と
幼
く
見
え
る
こ
と
か
（
：
：
：
）
。
夜
が
我
々
の
心
の
仰
に
閃
く
無
限
の
限
は
、



取
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
し
（
『
第
一
讃
歌
』
）
。
こ
の
よ
う
な
光
、

な
い
し
昼
の
否
定
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
時
間
空
間
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
支
配

下
で
光
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
る
外
的
世
界
か
ら
の
脱
出
を
端
的
に
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
、

又
、
夜
と
は
内
部
、
す
な
わ
ち
時
間
を
超

え
、
空
間
を
超
え
て
い
る
が
故
に
感
官
に
よ
っ
て
は
把
握
し
え
な
い
永
遠
の
世
界
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

既
に
見
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
光
の
否
定
と
夜
の
讃
美
に
見
て
と
ら
れ
る
外
界
か
ら
の
脱
出
と
内
部
へ
の
沈
潜
は
、

ノ
ヴ
ァ

l

リ
ス
の
、
死
せ
る
ゾ
フ
ィ
！
と
自
分
自
身
の
死
（
白
殺
）

へ
の
思
い
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
時
、

い
う
な
ら
ば
自
己
の
内

同
で
外
的
世
界
に
対
し
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
は
日
記
に

y

」
う
市
く
、
ー
僕
に
と
っ
て
全
世
界
は
彼
女
と
と
も
に
死
滅
し

（
山
山
）

た
。
そ
の
時
以
来
、
僕
は
も
は
や
此
位
の
も
の
で
は
な
い
」

（
六
月
九
日
、

八
十
三
日
）
。
そ
れ
は
、
白
己
の
生
そ
の
も
の
を
放
棄
す
る
と

い
う
の
で
は
な
く
、
ゾ
フ
ィ
！
と
白
分
r

け
身
の
死
が
い
わ
ば
究
極
的
な
生
の
志
味
と
な
る
た
め
に
、
霊
的
な
死
を
遂
げ
る
こ
と
を
怠
味
す

る
。
従
っ
て
、

ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
の
外
界
か
ら
の
離
脱
と
内
面
へ
の
沈
潜
は
、
そ
れ
が
根
底
に
ま
で
、
時
間
H
永
遠
、
生
日
死
と
い
う
世
界

の
根
源
的
絶
対
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
ま
で
達
す
る
時
、
内
面
で
の
霊
的
な
で
死
」
と
「
内
生
L

（ヨー－
mw門
目
。
円
四
m
w
σ
E
A）

を
喚
起
す
る
の
で
あ
っ

-H~ － 

て
、
こ
れ
に
よ
り
新
し
い
生
の
次
元
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
『
夜
の
讃
歌
』
（
第
三
讃
歌
）

は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い

る
。
「
墓
丘
は
塵
の
雲
と
化
し
、
そ
の
雲
を
透
し
て
私
は
恋
人
の
光
輝
や
く
面
影
を
見
た
l
彼
女
の
限
に
は
永
遠
が
宿
り
私
が
そ
の
両
手

を
取
る
と
、
一
炭
は
光
き
ら
め
く
断
ち
難
い
糸
と
な
っ
た
。
幾
千
年
が
嵐
の
遠
ざ
か
る
如
く
彼
方
へ
沈
み
｜
新
し
い
生
命
に
私
は
彼
女
の
首
に

槌
っ
て
歓
び
の
一
択
を
流
し
た
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
。
こ
こ
で
は
「
新
し
い
生
命
」
（
合
ω
ロ

2
0
F
o
gロ
）
と
い
っ
た
表
現
に
留
意
す
る
ま
で
も

な
く
、
霊
の
、
死
を
く
ぐ
り
抜
け
た
再
生
の
歓
び
が
真
底
か
ら
告
白
さ
れ
て
い
る
口
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
極
限
の
体
験

を
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
に
一
瞬
の
う
ち
に
明
か
に
し
た
事
件
こ
そ
、
既
に
触
れ
た
か
の
一
七
九
七
年
五
月
十
三
日
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。



ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
そ
の
日
の
体
験
は
紛
れ
も
な
い
「
神
秘
体
験
」
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
神
秘
体
験
の
本
質
は
、
こ
れ
迄
見
て
き
た

よ
う
に
、
俗
的
な
生
の
諸
形
式
を
乗
超
え
て
、
人
間
と
世
界
の
根
底
に
宿
る
根
源
的
絶
対
的
事
実
、
即
ち
、
時
間
即
永
遠
、
生
即
死
、
人
間

即
神
、
等
々
の
事
実
（
こ
う
し
た
事
実
の
開
示
を
古
来
、
神
秘
主
義
者
は
「
神
秘
的
合
ご

2
D
E
E
M－巳－
S
）
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て

（
却
）

に
触
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
の
根
底
か
ら
主
体
の
変
革
を
、
主
の
再
生
を
実
現
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

き
た
口
）

そ
し
て
、

ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
に
お
い
て
は
神
秘
体
験
の
本
質
を
な
す
死
と
一
円
生
と
い
う
要
素
が
、
こ
れ
か
ら
け
ん
て
い
く
よ
う
に
、
黄
金
時
代

の
イ
デ
ー
を
形
成
す
る
モ
テ
ィ
l
フ
と
な
る
の
で
あ
る
。

ノ
ヴ
ァ

i
リ
ス
の
、
神
秘
体
験
に
よ
る
再
生
が
生
み
出
す
自
己
意
識
の
覚
醒
は
、
既
に
一
七
九
一
年
シ
ラ
l
に
宛
て
た
子
紙
の
中
で
、

J

本
γ

節
感
に
托
し
て
予
告
さ
れ
て
い
る
。
「
僕
は
爽
や
か
な
秋
の
大
気
の
中
で
生
き
、
活
動
し
て
い
ま
す
（
：
：
：
）
。
僕
に
し
て
み
れ
ば
、
ゆ
っ

く
り
と
．
化
に
絶
え
て
い
く
白
然
の
眺
め
は
、
殆
ん
ど
、
在
の

rH然
の
開
花
と
躍
動
よ
り
も
一
層
内
か
で
件
大
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で

（
幻
）す

。
し
っ
秋
L

（
固
め
円
宮
門
）
が
「
春
」
（

E
C
E
E
m）
よ
り
も
彼
に
「
一
層
虫
か
で
偉
大
L

（
「
巳
与

q
c
E
m芯
ω
2）
に
見
え
る
の
は
な
ぜ
で

ー J!l11 

あ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
秋
が
死
を
通
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

rH然
の
偶
然
的
な
要
素
を
取
除
き
、
本
質
的
な
も
の
の

み
を
後
に
残
す
、

と
い
う
働
き
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
は
、
死
を
か
い
く
ぐ
っ
て
も
尚
生
き
永
ら
え
る
も

ト
＆

の
で
あ
り
、
死
後
に
再
び
匙
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
死
と
は
世
の
本
質
的
な
も
の
と
偶
然
的
な
も
の
を
選
り
分
け
る
、
い
わ
ば
試
験
紙

が
ゾ
フ
ィ
l
の
死
に
際
し
て
抱
い
た
感
情
も
、

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
秋
が
死
を
想
起
さ
せ
る
の
は
、
実
に
こ
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス

ハ辺ゾ

や
は
り
「
僕
の
秋
が
来
て
い
る
。
」
と
い
う
そ
れ
で
あ
っ
た
口
と
こ
ろ
で
、
秋
が
死
を
想
起
さ

せ
る
（

2
5ロ
2
ロ
）
も
の
で
あ
る
な
ら
、
再
生
を
予
感
（
山
『
ロ
門
町
ロ
）

さ
せ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
春
で
あ
る
。
「
春
、
私
た
ち
を
あ
れ
ほ

ど
感
動
さ
せ
る
の
は
、
（
：
：
：
）
幾
多
の
楽
し
い
日
々
と
、
実
に
様
々
な
白
然
の
、
健
や
か
に
成
長
す
る
生
命
へ
の
予
感
、
よ
り
高
い
永
遠
の
問



（お）

花
と
成
熟
へ
の
予
感
な
の
で
あ
る
に
こ
う
し
た
「
春
」
の
「
予
感
」
（
〈

R
悶
え

EF－－
krFEC口問）

は
、
自
己
の
内
面
の
永
遠
の
世
界
に
沈

潜
し
、
霊
の
再
生
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
秋
の
気
分
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
も
角
、
秋
は
死
を
想
起
さ
せ
、
春
は

再
生
を
予
感
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
ノ
ヴ
ァ

i
リ
ス
の
心
の
中
で
、
二
つ
の
季
節
感
を
め
ぐ
っ
て
次
の
連
想
凶
式
が
出
来
上
る
。
即
ち
、
秋
｜

死
ー
追
憶
、
春
l
再
生
｜
予
感
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
彼
が
次
の
よ
う
に
祈
っ
た
理
由
が
理
解
で
き
る
。
寸
神
様
、
（
：
：
：
）
ど
う
か
こ

の
切
な
い
追
憶
を
、
大
胆
な
憧
れ
を
、
（
：
：
：
）
い
つ
ま
で
も
持
ち
続
け
さ
せ
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
し
（
一
七
九
七
年
六
月
六
日
、
八

O
日）。

彼
が
こ
う
祈
る
の
は
、
彼
の
心
の
中
で
、
即
ち
、
彼
の
過
去
の
追
憶
と
未
来
の
予
感
の
中
で
ゾ
フ
ィ
ー
が
生
き
統
け
る
た
め
で
あ
る
。
彼
は

過
去
に
彼
女
と
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
追
憶
し
、
未
来
に
や
が
て
彼
女
と
再
び
結
ば
れ
る
こ
と
を
予
感
す
る
。
従
っ
て
、

ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
に

と
っ
て
過
去
と
未
来
は
永
遠
と
同
義
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
中
間
を
な
す
現
在
だ
け
が
否
定
す
べ
き
も
の
と
な
る

l
未
来
の
絶
対
化
L

（
〉
ロ
巳
E
E
t
g
ι
2
】

O
E
m
s－

k
r
3
5
8
8
巳

q
N
c
r
E
E。

（
「
現
在
の
無
化

--115 -

現
在
否
定
な
ら
び
に
過
去
と
未
来
の
絶
対
化
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
凶
式
の
う
ち
に
こ
そ
、

よ
う
や
く
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
個
人
の
体
験
事
象
が
外

化
さ
れ
、
超
個
人
的
類
的
事
象
へ
と
移
し
か
え
ら
れ
る
契
機
が
見
て
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
個
か
ら
類
へ
、
内
か
ら
外
へ
の
転
換
を

彼
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
（
：
：
：
）
第
一
歩
は
内
部
へ
向
か
う
視
線
｜
私
た
ち
の
自
我
を
排
除
す
る
凝
視
ー
だ
が
そ
こ
に
留
ま
る

だ
け
で
は
ま
だ
中
途
半
端
で
あ
る
c

第
二
の
歩
み
は
外
部
に
向
か
う
能
動
的
な
視
線
外
部
世
界
へ
の
白
発
的
で
堅
固
な
観
察
で
な
け
れ
ば

（お）

な
ら
な
い
よ
こ
こ
に
は
、
古
来
す
べ
て
の
預
言
者
や
神
秘
家
、
ヨ
l
ガ
行
者
が
辿
っ
た
認
識
の
二
段
階
の
階
梯
が
原
形
の
ま
ま
、
表
わ
さ
れ

て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
常
に
問
題
な
の
は
、
自
己
の
内
部
の
深
み
で
得
ら
れ
た
根
源
的
事
実
、
真
理
の
認
識
を
外
部
に
持
ち
帰
り
、
人
間

の
共
同
の
実
存
の
場
で
こ
れ
を
証
し
し
、
実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
の
認
識
が
普
遍
的
真
理
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は

自
己
の
内
と
外
の
両
方
で
確
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
も
こ
こ
で
彼
ら
の
範
例
に
倣
う
。
と
こ
ろ
で
、
人



間
の
共
同
の
実
存
の
場
と
は
歴
史
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
個
人
の
神
秘
体
験
の
内
容
が
個
を
超
え
た
人
間
の
共
同
存
在

の
場
へ
と
転
じ
ら
れ
る
時
、
そ
れ
は
歴
史
観
と
い
う
形
で
結
実
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
の
心
情
の
中
の
、
即
ち
、
死
へ
の

追
憶
と
再
生
へ
の
予
感
の
中
の
過
去
と
未
来
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
歴
史
事
象
と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
史
の
一
定
の
段
階
と
し
て
、

即
ち
、
過
去
の
黄
金
時
代
と
未
来
の
黄
金
時
代
と
し
て
定
立
さ
れ
る
に
至
る
。

（皿〉

以
上

ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
の
過
去
と
未
来
の
黄
金
時
代
と
い
う
イ
デ
ー
が
彼
個
人
の
神
秘
体
験
か
ら
直
接
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
見
て
き
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
か
ら
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ら
各
々
の
黄
金
時
代
の
イ
デ
ー
が
彼
の
具
体
的
な
歴
史
考
察
の
中
で

ト
教
世
界
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
の
中
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

-HG-

ど
の
よ
う
に
表
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
傾
向
に
つ
い
て
論
じ
た
ブ
午
リ
ス

論
文
は
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
っ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
土
地
で
あ
っ
た
時
代
、
こ
の
人
間
的
に
形
巡
ら
れ
た
大

（幻）

陸
に
単
一
の
キ
リ
ス
ト
教
が
棲
ん
で
い
た
時
代
、
そ
れ
は
美
し
く
怖
や
か
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
」
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
は
こ
こ
で
、
ま
ず
過
去

の
歴
史
に
お
い
て
「
美
し
く
輝
か
し
い
時
代
」
（
ω
♀
C
D
o
m
E
D
N
g
母
N
巴
芯
ロ
）
、
即
ち
、
黄
金
時
代
が
存
在
し
た
こ
と
を
告
げ
知
ら
せ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
恨
拠
を
宗
教
的
な
契
機
に
、
即
ち
、
「
単
一
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
何
百
o

h
宵
宮
g
Z
E）
、
未
だ
分
裂
を
経
験
し
て
い
な
い
、

統
一
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
に
求
め
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
に
加
え
て
、
そ
の
す
ぐ
後
に
続
く
「
大
き
な
政
治
勢
力
を
領
導
し
、
統
卒

L

（

お

）

（

却

）

（

却

）

（

訂

）

て
い
た
」
「
一
人
の
首
長
」
や
「
首
長
の
下
に
直
接
に
置
か
れ
た
」
「
無
数
の
同
業
組
合
」
と
い
っ
た
教
皇
と
教
会
組
織
を
指
す
と
忠
わ
れ
る

表
現
は
、
彼
の
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
過
去
の
黄
金
時
代
が
ヨ
i
ロ
ッ
ハ
中
位
に
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
宗
教
そ
れ
白
体
と
宗
教
組



織
の
統
一
に
よ
る
平
和
と
同
時
に
、
過
去
の
黄
金
時
代
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
内
実
を
さ
ら
に
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
以
下
の
よ

う
な
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
よ
る
霊
的
平
和
で
あ
る
。
「
彼
ら
（
聖
職
者
た
ち
）

は
大
き
な
見
知
ら
ぬ
海
上
で
の
経
験
豊
か
な
舵
取
り
で
あ

っ
て
、
そ
の
保
護
の
下
で
人
は
ど
ん
な
嵐
も
物
と
も
せ
ず
、
安
ん
じ
て
本
来
の
祖
国
の
岸
に
確
実
に
到
達
し
、
上
院
で
き
る
と
い
う
期
待
を

抱
く
こ
と
が
で
き
た
」
（
括
弧
内
は
引
用
者
）
。
当
時
、
人
々
は
教
皇
を
頂
点
と
す
る
教
会
組
織
の
う
ち
に
、
日
々
の
苦
悩
を
忘
れ
て
保
護
と
安

ら
ぎ
を
見
出
し
、
教
会
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
「
本
来
の
祖
国
」
（
任
。
色
m
o
p色。
F
O

〈巳
2
5ロE
R
F
O
J
J
1
巳
門
）
、
即
ち
、
永
遠
の
世

界
へ
の
参
入
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
は
見
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
彼
に
は
教
会
の
行
い
は
「
天
国
を
此
世
の

（お）

唯
一
の
固
と
す
る
」
試
み
と
見
倣
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
が
過
去
の
黄
金
時
代
に
つ
い
て
の
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
記
述
の
要
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
最
も
問
題
的
で
、
こ
れ
ま
で
賛
否

と
り
ま
ぜ
て
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
彼
の
以
上
の
よ
う
な
中
世
讃
美
を
ど
う
理
解
す
る
か
、

（出）

l
チ
が
い
う
よ
う
に
「
ロ
マ
ン
主
義
的
反
動
」
の
世
界
観
を
一
一
一
一
口
い
表
わ
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、

ノレ

カ

い
や
、
そ
も
そ
も
彼
は
、
あ
の
よ
う

答
は
否
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
歴
史
理
解
か

ら
明
ら
か
に
な
る
。
彼
の
歴
史
理
解
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、
「
現
実
の
際
史
の
反
対
物
で
あ
り
な
が
ら
も
、
予
言
的
且
つ
共
時
的
に
そ
う

あ
る
べ
き
歴
史
」

な
中
世
記
述
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
受
取
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

（
傍
点
は
引
用
者
）
で
あ
る
口

つ
ま
り
、
そ
う
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
は
な
く
、
自
己
の
内
的
欲
求
に
基
い
て
「
そ
う
あ
る

ベ
き
し
で
あ
っ
た
事
柄
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
彼
が
歴
史
記
述
に
お
い
て
企
て
て
い
る
の
は
、
「
（
：
：
：
）
事
件
の
長
い
系
列
を
見
渡
す
能
力
を
備

え
て
（
：
：
：
）
過
去
と
未
来
の
目
に
見
え
ぬ
連
鎖
を
認
め
て
、
希
望
と
追
憶
か
ら
歴
史
を
組
合
せ
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
詩
的
直
観
に
よ

る
歴
史
解
釈
、
歴
史
の
神
話
化
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
が
中
位
を
過
去
の
黄
金
時
代
と
し
て
物
語
る
の
は
、
歴
史
的
事

実
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
あ
る
べ
き
だ
っ
た
、
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
か
っ
た
、
と
い
う
過
去
の
歴
史
に
対
す
る
彼
自
身
の
願
望
に
基
い
て
い



る
の
で
あ
る
。
過
去
の
黄
金
時
代
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
と
い
う
表
現
が
歴
史
的
事
実
の
一
畏
付
け
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
ま
し
て
彼
の

確
定
し
た
世
界
観
を
表
示
し
た
も
の
で
も
な
い
こ
と

（
何
故
な
ら
、
世
界
観
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
冷
静
な
事
実

認
識
に
基
く
こ
と
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
の
だ
か
ら
）

は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
中
世
の
記
述
そ
れ
自
体
を
辿

っ
て
み
る
時
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
何
か
影
の
よ
う
な
暖
昧
模
湖
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
具
体
性
が
意
図
的
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印

象
は
否
め
な
い
。

つ
ま
り
、
中
附
そ
の
も
の
を
示
す
名
前
や
概
念
は
、
そ
こ
で
は
令
．
く
と
い
っ
て
い
い
程
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。ふ

さ
わ

い
ず
れ
に
し
て
も
、
過
去
の
黄
金
時
代
の
統
一
は
以
下
の
よ
う
な
形
で
終
り
を
告
げ
る
。
「
人
類
は
未
だ
こ
の
輝
か
し
い
凪
に
相
応
し
く

成
熟
し
て
は
お
ら
ず
、
十
分
に
教
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
最
初
の
愛
が
商
業
活
動
の
圧
迫
の
う
ち
に
眠
り
込
み
、
愛
の
追
憶
は
利
己
的
な

日
々
の
気
遣
い
に
押
し
の
け
ら
れ
、
そ
の
鮮
は
後
に
欺
臓
で
あ
り
、
気
狂
い
沙
汰
だ
と
い
い
ふ
ら
さ
れ
、
後
世
の
経
験
に
基
い
て
批
判
を
乏

（幻ゾ

け
、
大
部
分
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
永
遠
に
引
裂
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
」
こ
の
よ
う
に
し
て
「
分
裂
」
（

ω宮
1
5
m）
と
「
戦
争
L

（
同
丘
中

間
。
）

の
時
代
が
始
ま
る
。

ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
は
具
体
的
に
、
「
宗
教
改
革
し
（
何
色

2
5
2
－oロ）、
つ
啓
蒙
主
義
」

（
〉
丘
町
宮
門
日
記
）
、
寸
仏
革
命
し
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（同門

m
g
N
3
2の
F
O
H
N
O〈
C
］
三
宮
口
）
と
い
う
三
つ
の
分
裂
的
傾
向
を
一
部
す
事
例
を
挙
げ
て
、
白
ら
の
生
き
る
時
代
が
否
定
性
の
時
代
、
分
裂
と

戦
争
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
端
的
に
表
わ
さ
れ
る
文
明
の
最
底
部
に
位
置
す
る
時
代
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

ル
タ

l

は
キ
リ
ス
ト
教
の
拠
り
所
を
唯
一
、
聖
書
に
求
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
聖
書
を
絶
対
化
す
る
結
果
と
な
り
、
そ
こ
に
一
記
さ
れ
た
文

字
の
背
後
に
潜
む
聖
志
の
働
き
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
文
字
そ
れ
白
体
を
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
と
し
て
し
ま
い
、
従
っ
て
、
知
性
の
み
に

よ
り
聖
書
を
理
解
す
る
と
い
う
誤
ち
を
犯
し
た
、

と
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
は
見
る
。
さ
ら
に
彼
に
よ
る
と
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
知
性
と
信
仰
の

分
裂
は
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、
知
性
の
偏
重
は
結
局
、
以
下
の
よ
う
な
件
蒙
主
義
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な
る
。
「
彼
ら
は
自
然
、
大
地
、

ポ
エ
ク

l

人
間
の
言
、
諸
科
学
か
ら
文
学
を
一
掃
し
、
中
一
な
る
も
の
の
凡
ゆ
る
瓜
跡
を
似
絶
や
し
に
し
、
凡
ゆ
る
引
高
な
事
象
や
人
々
へ
の
追
憶
に
冷



笑
を
浴
び
せ
て
町
民
し
め
よ
う
と
、

た
え
ず
忙
し
く
立
ち
働
い
て
い
た
。
」
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
主
義
の
知
性
偏
重
と
無
信
仰
に
よ
り
、

不
可
避

的
に
仏
革
命
が
生
ず
る
。
そ
し
て
、
革
命
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
分
裂
の
極
限
と
し
て
の
既
成
物
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
喪
失
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
「
真
の
無
政
府
状
態
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
は
こ
こ
に
こ
そ
真
に
積
極
的
な
も
の
、
即
ち
、
未
来
の
黄
金
時
代
に
至

る
契
機
を
見
て
と
ろ
う
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
分
裂
の
只
中
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
世
界
の
再
統
一
へ
の
激
し
い
憧
れ
が
生
じ
る
の

で
あ
っ
て
、
分
裂
は
い
わ
ば
、
未
来
の
黄
金
時
代
の
前
提
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
過
去
の
黄
金
時
代
が
崩
壊
し
、
今
あ
る
分
裂
と
戦
争
の
時
代
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
人
間
が
黄
金

時
代
の
統
一
に
対
し
て
無
自
覚
で
あ
り
、
単
に
こ
れ
を
無
意
識
に
享
受
し
て
い
た
に
す
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
未
来
の
黄
人
収

時
代
に
至
る
歩
み
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
必
然
的
に
意
識
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
識
的
に
黄
金
時
代
を
取
戻
そ
う

と
す
る
試
み
を
司
る
も
の
こ
そ
、
彼
に
と
っ
て
は
信
仰
で
あ
り
、
愛
で
あ
り
、
又
、
詩
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
黄
金
時
代
に
到
達
す
る

た
め
の
仲
介
力
と
見
倣
さ
れ
て
お
り
、
元
来
、
単
一
の
力
、
単
一
の
「
聖
な
る
感
覚
」
（
出
巳
ロ

m
g
Oお
包
）
の
名
残
り
の
様
々
な
表
れ
？
と
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与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
識
的
な
歩
み
に
よ
っ
て
聖
な
る
感
覚
が
復
活
し
、
超
感
覚
的
な
も
の
、

不
可
視
な
る
も
の
が
こ

「必）

れ
に
よ
っ
て
白
山
に
把
え
う
る
も
の
と
な
る
時
、
即
ち
、
「
内
的
人
間
の
万
能
」
（
と
－
設

E
m
w色
丹
己

q
E
5円
ロ
ロ
向
。
日
。

5
0
X）
が
現
実
の

も
の
と
な
り
、
人
間
が
全
面
的
に
自
己
を
実
現
す
る
時
、
黄
金
時
代
は
も
う
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
な
る
。
「
い
つ
、
そ
れ
は
い
つ
の
こ

と
か
？

そ
れ
を
尋
ね
て
は
な
ら
な
い
。
今
少
し
の
辛
抱
だ
。
そ
の
時
は
や
っ
て
来
る
だ
ろ
う
し
、
や
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
新
し

い
エ
ル
サ
レ
ム
が
世
界
の
首
都
と
な
る
永
久
平
和
の
聖
な
る
時
は
。
L

ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
黄
金
時
代
へ
の
期
待
は
こ
こ
で
黙
示
録
的
な
調
子

で
告
げ
ら
れ
て
お
り
、
世
の
終
末
に
お
け
る
御
園
（
「
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
」
（

5
5

］

2
5色
。
日
）
の
実
現
と
し
て
の
黄
金
時
代
の
、
此
世
で

の
差
迫
っ
た
到
来
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
へ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
全
体
の
傾
向
と
し
て
「
ロ
マ
ン
主
義
的
メ
シ



と
名
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
彼
岸
の
天
国
に
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な

（

必

）

く
、
「
此
世
の
神
に
よ
る
支
配
」
（
H
N
O
位。

E
口
問
。
。
＝

2
2
h
開

E
g）
と
い
っ
た
表
現
と
と
も
に
、
ノ
ヴ
ァ

i
リ
ス
の
、
人
類
全
体
の
此
壮
の

（

釘

）

ア
ニ
ズ
ム
」
（

5
5
8
r
n
F
q
冨
2
m
gロ
2
5
5）

終
末
に
お
け
る
究
極
的
決
定
的
な
救
済
と
い
う
問
題
意
識
を
、
端
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
の
黄
金
時
代
の
イ
デ
ー
は
全

く
終
末
論
的
な
刻
印
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
こ
で
は
例
え
ば
、
伝
統
的
な
終
末
論
に
固
有
な
「
最
後
の
審
判
L

（
号
「
古
口
’

ぬ
ω汁
mw

吋
ωぬ）

と
い
う
観
念
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
な
ら
ば
位
の
終
末
に
際
し
て
、

い
わ
ば
上
か
ら
の
超
FH

然
的
神
的
な
力
に
よ
っ
て
此
世
に
忽
然
と
現
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
よ
う
な
力
を
超
越
的
な
も
の
で
は
な
く
、
内
在
的
な
も
の
、

ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
終
末
論
が
こ
う
し
た
見
方
を
取
ら
な
い
の
は
、

彼
iJ：、

一
五
来
人
間
の
内
部
に
も
う
既
に
存
在
し
て
い
る
力
と
見
倣
し
、

F

下」

J

r

l

ハム
V

ザ

可

1t白

円
以
後
の
審
判
を
、
人
間
自
身
に
よ
っ
て
主
体
的
に
、
詩
的
宗
教
的
行
為
を
通
し
て
の
人
間
の
白
己
実
現
に
よ
っ
て
達
成
し
う
る
も
の
と
理
解

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
人
間
は
誰
し
も
最
後
の
審
判
を
道
義
性
に
よ
っ
て
呼
び
起
す
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の
う
ち
で
千
年
王
凶
は
た

（
円
引
）

え
ず
持
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
L

と
い
う
彼
の
発
一
一
一
一
口
は
、
こ
の
意
味
で
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
彼
に
と
っ
て
は
、

H
・
W
・
ク

l
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
終
末
は
外
部
か
ら
世
界
に
現
れ
る
の
で
な
く
、
つ
ね
に
既
に
現
に
あ
る
、
そ
し
て
ま
た
他
方
で
は
、
未
だ

（

錫

）

な
い
現
実
な
の
で
あ
る
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
。
こ
の
よ
う
に
彼
が
終
末
を
人
間
の
内
在
的
事
象
と
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
神
秘
体
験
の
、
い
わ

ハリ

ば
白
力
的
性
格
、
即
ち
、
そ
れ
が
死
せ
る
恋
人
ゾ
フ
ィ
ー
を
コ
ン
セ
ン
ト
レ

l
シ
ョ
ン
の
対
象
と
し
て
以
恕
修
行
を
行
っ
た
結
果
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
見
ら
れ
た
黄
金
時
代
の
様
相
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
は
こ
こ

で
、
過
去
と
未
来
の
黄
金
時
代
、
そ
し
て
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
、

い
わ
ば
黄
金
時
代
の
欠
如
態
と
し
て
の
現
在
、
と
い
う
一
二
段
附
の
昨
史

M

川
式
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
が
咋
宗
主
義
に
発
す
る
近
代
の
そ
れ
と
全
く
相
対
立
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の



も
、
出
蒙
主
義
者
に
と
っ
て
は
歴
史
は
絶
え
間
な
い
上
向
き
の
発
展
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
過
去
は
現
在
か
ら
見
る
と
、
現
在
が
既

に
克
服
し
た
未
発
達
の
段
階
と
し
て
軽
視
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。
と
も
角
、
黄
金
時
代
の
イ
デ
ー
に
お
い
て
歴
史
と
は
過
去
と
未
来
の
二
つ
の

黄
金
時
代
に
挟
ま
れ
た
期
間
（
現
在
）

を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、

な
る
ほ
ど
、
喪
わ
れ
た
且
て
の
統
一
と
調
和
の
再
臨
を
け
指
し
て
進
ん

で
い
く
も
の
と
さ
れ
る
口
し
か
し
、
未
来
に
実
現
さ
れ
る
こ
の
黄
金
時
代
は
且
て
の
そ
れ
と
も
は
や
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

L、
') 

ま
で
も
な
く
歴
史
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
意
識
を
介
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
過
去
の
黄
金
時
代
の
無
立
識
の
調

和
、
そ
れ
故
に
こ
そ
ま
た
喪
わ
れ
る
と
い
う
必
然
性
を
有
し
た
調
和
と
は
、
性
格
を
全
く
具
に
す
る
の
で
あ
る
口
従
っ
て
、

ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス

に
お
い
て
は
未
来
の
黄
金
時
代
は
過
去
の
黄
金
時
代
へ
の
単
な
る
凶
帰
で
は
な
く
て
、

よ
り
高
い
段
階
で
の
再
現
と
見
倣
さ
れ
る
U

1

木
来

一
切
は
昔
の
世
界
の
よ
う
で
あ
る
口
だ
が
全
く
呉
っ
て
も
い
る
口
未
来
の
世
界
は
理
性
的
な
カ
オ
ス
で
あ
る
J

彼
は
未
来
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の
世
界
で
は
、

の
黄
金
時
代
を
、
多
様
な
も
の
や
個
性
の
豊
か
さ
を
解
消
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
「
理
性
」
に
よ
っ
て
統
一
す
る
時
代
と
し
て
妃
掘
す

る
口
従
っ
て
、
歴
史
の
歩
み
は
彼
に
あ
っ
て
は
、
過
去
の
黄
金
時
代
の
単
調
さ
か
ら
発
し
て
、
現
在
の
分
裂
と
不
調
和
を
経
山

L
、
未
来
の

長
金
時
代
の
白
由
な
、
教
化
さ
れ
た
多
様
性
の
中
で
の
統
一
と
調
和
に
至
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
黄
金
時
代
の
イ
デ
i
に
見
ら
れ
る
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
歴
史
観
が
、
型
書
の
、
楽
園
堕
落
l
永
遠
の
御
国
と
い
う
昨
史
観

に
基
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
の
救
済
史
観
の
類
型
と
見
倣
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、

彼
が
こ
の
伝
統
的
な
見
方
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
彼
の
存
在
意
義
が
あ
る
訳
で
あ
り
、

又
そ
こ

に
彼
の
神
秘
体
験
の
独
自
な
性
格
と
彼
を
取
巻
く
時
代
の
特
殊
性
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（町〉



こ
れ
迄
見
て
き
た
の
は
、

ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
「
黄
金
時
代
」
の
イ
デ
ー
が
彼
自
身
の
「
神
秘
体
験
」
か
ら
直
接
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
世
の
終
末
に
お
け
る
人
間
全
体
の
究
極
的
な
救
い
と
い
う
問
題
怠
識
に
買
か
れ
て
い
る
点
で
、
端
的
に
「
終
末
論
L

と
名
付
け
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
黄
金
時
代
の
イ
デ
ー
を
介
し
て
神
秘
体
験
と
終
末
論
と
の
問
に
は
何
か
本
質
的
で
不
可
分
の

関
係
が
あ
る
と
断
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
神
秘
体
験
の
本
質
と
は
、
日
常
レ
ベ
ル
で
は
常
に
隠
さ
れ
て
い
る
時
間
H
永

述
、
生
日
死
と
い
っ
た
根
源
的
絶
対
的
事
実
の
認
識
に
よ
る
「
死
」
と
「
再
生
」
の
体
験
、
即
ち
、
こ
れ
迄
の
自
己
の
古
い
生
存
様
式
に
対

し
て
霊
的
に
死
に
、
生
れ
変
っ
て
新
し
い
生
の
様
式
、
新
し
い
生
の
次
元
を
獲
得
す
る
と
い
う
事
態
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
事
実
、
古
代
ギ

リ
シ
ャ
の
エ
レ
ウ
シ
ス
以
来
の
密
儀
の
伝
統
に
お
い
て
、

ま
た
新
約
の
パ
ウ
ロ
以
降
の
凶
心
の
伝
統
に
お
い
て
常
に
演
じ
ら
れ
て
き
た
の

は
、
こ
の
よ
う
な
孟
の
死
と
再
生
と
い
う
人
間
の
極
限
の
内
的
ド
ラ
マ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
パ
ウ
ロ
は
イ
エ
ス
、

キ
リ
ス
ト
と

い
う
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
の
根
源
的
事
実
に
触
れ
た
時
の
体
験
を
次
の
よ
う
に
九
一
一
口
表
わ
し
て
い
る
。
つ
古
い
も
の
は
過
ぎ
去
っ
た
り

日
比
よ
、
す
べ
て
が
新
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
」
（
H
・
コ
リ
ン
ト
・

5
・
2
）。

と
こ
ろ
で
「
終
末
論
」
と
は
、

一
五
来
究
極
の
事
物
に
つ
い
て
の
教
説
で
あ
っ
て
、
世
界
な
ら
び
に
人
知
の
究
極
的
運
命
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
に
お
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
、
大
雑
把
に
い
っ
て
、
宇
山
的
破
局
と
こ
の
後
に
続
く
メ
シ
ア
の
到
来
に

よ
る
永
遠
の
神
の
御
園
の
出
現
、
宇
山
の
吏
新
が
世
の
終
末
の
中
心
的
な
内
容
を
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
類
的
宇
山
的
規
模
の
死

と
丙
生
の
事
象
な
の
で
あ
っ
て
、
「
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
っ
私
は
ま
た
、
新
し
い
一
大
と
地
を
日
比
た
。

先
の
五
人
と
地
は
消
え
去
り
（
：
：
：
）
。
ま
た
御
座
か
ら
大
き
な
戸
が
叫
ぶ
の
を
聞
い
た
。
（
：
：
：
）
「
も
は
や
死
も
な
く
、
悲
し
み
も
、
叫
び
も
、

，M
み
も
な
い
。
先
の
も
の
が
、
す
で
に
過
去
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
：
：
：
）
見
よ
、
私
は
す
べ
て
の
も
の
を
新
た
に
す
る

E
（幻・

1
1
4
）。

従
っ
て
、
「
神
秘
体
験
」
と
「
終
末
論
」
は
と
も
に
「
死
」
と
「
再
生
」
を
そ
の
本
質
的
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
神
秘
体
験
」



は
こ
れ
を
個
人
の
実
存
に
関
わ
る
事
象
と
し
て
、
他
方
で
「
終
末
論
」
は
人
類
と
宇
山
全
体
の
運
命
に
関
わ
る
事
象
と
し
て
物
語
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
神
秘
体
験
が
人
間
の
共
同
性
の
地
平
で
把
え
ら
れ
る
時
、
そ
れ
は
終
末
論
と
な
る
他
は
な
く
、
同
様
に
、
終
末
論
の
実
現
は
各

々
の
個
体
の
中
で
神
秘
体
験
と
し
て
表
象
さ
れ
る
他
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
終
末
論
と
は
神
秘
体
験
の
比
一
除
に
他
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
が
一
七
九
七
年
六
月
十
六
日
i
二
九
日

（
叩
）

「
キ
リ
ス
ト
と
ゾ
フ
ィ

l
」
（
凶
ωEω
ロ
ロ
己
辺
私
、
広
三

（九

O
ー
一

O
一一一日）

の
可
日
一
つ
山
い
の
最
後
に
記
し
た
一
一
一
一
円
葉

の
意
味
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
両
者
が
と
も
に
仲
介
者
を
意
味
し
て
い
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
c

し
か
し
、
ゾ
フ
ィ
l
は
彼
個
人
の
た
め
の
仲
介
者
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
は
全
人
類
の
た
め
の
仲
介
者
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
仲
介
者
の
役
訓
が

rHら
の
死
を
通
し
て
世
界
の
根
底
に
宿
る
根
源
的
事
実
を
証
し
し
、

」
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
を
量
的
に
控
え
ら

せ
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
、
。
ソ
フ
ィ
！
と
は

ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
白
身
の
例
人
的
事
象
に
お
け
る
再
生
、
即
ち
、
一
神
秘
体
験
」
の
、
ン
ン
ボ
ル
？
と

な
る
の
で
あ
り
、
他
方
、

キ
リ
ス
ト
と
は
、
類
的
事
象
に
お
け
る
再
生
、
即
ち
、
「
終
末
論
」

の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ

JS ：~ -

れ
る
口神

秘
体
験
と
は
、
現
在
に
お
い
て
終
末
を
先
駆
的
に
生
き
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
現
在
を
真
に
生
き
る
た
め
に
こ
れ
を
終
ぷ
と
し
て
、

？｝、

け
が
え
の
な
い
歴
史
の
究
極
の
一
瞬
と
し
て
生
き
抜
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
終
末
論
が
突
き
つ
け
る
も
の
と
は
、
現
荘
に
お
け

る
本
来
的
な
生
き
方
、
即
ち
、
自
分
が
今
こ
こ
で
ど
う
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
決
断
な
の
で
あ
る
。
未
来
の
黄
金
時
代
が
壮

の
終
末
に
出
現
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

な
る
ほ
ど
そ
れ
は
文
字
通
り
未
来
に
M
糾
し
て
い
る

U

し
か
し
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
川

時
に
ま
た
現
在
を
規
定
す
る
力
も
有
し
て
い
る
心

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
未
来
の
黄
金
時
代
の
到
来
と
い
う
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
提
起
に
対
し
て

我
々
が
今
こ
こ
で
ど
う
符
え
る
か
、

と
の
よ
う
に
そ
れ
を
実
現
す
る
か
、
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
て
い
る
が
故
に
、
版
め
て
現
在
的
な
事

柄
と
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
我
々
の
現
在
を
そ
う
い
う
形
で
規
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
十
共

ι未
来
的
事
象
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ



は
、
「
神
の
御
国
は
近
、
ず
い
た
口
悔
い
改
め
て
福
音
を
信
ぜ
よ
c
」
（
マ
ル
コ
・

1
・
日
）

と
い
う
一
一
一
口
葉
に
代
表
さ
れ
る
イ
エ
ス
の
終
末
論
的
福

音
宣
教
が
、
「
神
の
御
国
」
を
全
く
将
来
の
こ
と
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
決
断
を
現
時
点
で
強
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
優
れ
て
現

在
的
な
怠
義
を
有
す
る
事
象
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
と
、
全
く
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
現
在
と
未
来
の
相
互
関
係
の
う
ち
に
こ
そ
、

終
末
論
の
本
質
的
な
構
造
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
は
イ
エ
ス
の
終
末
論
的
告
知
の
う
ち
に
、
神
の
主
配
、

即
ち
、
真
の
白
己
に
対
す
る
二
者
択
一
の
決
断
と
い
う
実
存
的
契
機
を
凡
て
と
り
つ
つ
、
新
約
聖
書
の
「
非
神
話
化
」
（
開

E
5
3
g
z
m許
可
a

E
D
m）
を
通
し
て
、
終
末
論
が
個
の
実
存
を
覚
醒
す
る
も
の
と
し
て
存
在
怠
義
を
有
す
る
こ
と
を
立
証
し
た
。
と
す
れ
ば
、
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス

が
終
末
論
と
し
て
の
黄
金
時
代
の
イ
デ
ー
を
提
起
し
た
真
の
理
由
も
、
恐
ら
く
は
こ
う
し
た
実
存
の
覚
醒
を
促
す
こ
と
、
即
ち
、
時
間
H
永

遠
、
生
日
死
、
人
間
H
神
（
イ
エ
ス
日
キ
リ
ス
ト
）
と
い
う
位
界
の
根
源
的
絶
対
的
事
実
へ
の
日
ざ
め
に
よ
っ
て
古
い
自
己
の
生
に
対
し
て

を
、
今
こ
こ
で
我
々
に
促
す
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
黄
金
時
代
の
イ
デ
ー
と
は
、
そ
の
た
め
の
表
現
形
式
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
口

lコ1

霊
的
に
死
に
、
逃
っ
て
新
し
い
生
の
次
一
五
を
獲
得
す
る
と
い
う
極
限
の
実
存
体
験
（
神
秘
体
験
）

ご
淫
）

（1
）

Z
Oぐ何回一円∞一山のげ吋
R
Zロ－

z
g
m－
〈
。
ロ
司
何
回
三
間
－
c
n
f
H
回。
y
ロ
ロ
ロ
ハ
】
同
庁
ymw
丘
∞
ω日戸内一・民（】・

ω
∞－

U
H
匂
（
以
下

Z
・
印
・
と
略

μ）

（2
2

広
川
洋
一
宮
『
へ
シ
オ
ド
ス
研
究
序
説
』
（
未
来
社
、
一
九
七
五
年
）
、
第
一
章
円
五
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

（3
J

E
－
M
・
シ
オ
ラ
ン
は
現
実
の
貧
附
と
架
空
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
弁
証
法
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。
「
貧
苦
こ
そ
が
ユ

l
ト
ピ
ス
ト
の
体

大
な
補
助
者
な
の
で
あ
っ
て
、
ユ

l
ト
ピ
ス
ト
は
こ
れ
を
（
：
・
）
養
分
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
育
λ
、
ま
た
、
ミ
れ
を
彼
rH身
の
妄
執
の
倶
聞

と
も
す
る
の
で
あ
る
。
貧
苫
が
な
く
な
れ
ば
、
ユ

l
ト
ピ
ス
ト
は
休
職
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
（
：
・
彼
は
）
も
う
一
つ
の
附
界
と
い
う
強
迫
観
念

な
し
に
ほ
、
現
在
の
荒
廃
に
耐
ふ
～
る
べ
く
も
な
い
（
：
・
）
ゎ
」
（
『
惟
史
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
出
口
裕
弘
訳
、
紀
伊
国
匝
書
店
、
一
九
六
じ
年
一
．

七
、
八
へ

l
ジ）

リ
ヒ
ャ
ル
卜
・
フ
ァ

l
パ
！
は
、

一
九
六
八
年
ハ
リ
の
「
五
月
平
命
」
に
お
け
る
、
忽
像
力
そ
れ
肉
体
の
も
勺
平
命
的
な
力
を
訴
－
え
た
学
生
た



ち
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
「
恕
像
力
が
権
力
を
取
る
」
（
F
J
B
晃一

g
t。
ロ
℃
店
ロ
（
ご
巾
℃
。

51。
日
・
）
に
着
服
し
勺
つ
、
’
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
先
駆
を

ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
う
ち
に
見
て
取
っ
て
い
る
。
（
同
月
｝
出
－

E
F
H
Z円一

Z
。
〈
巴
戸
口

5
2
gロ
E
色。

ωロ
己
目
。
云

R
Z・

ωzzm日
付
回
む
さ

印・］｛凶）

z－
∞
・
回
己
・

ω
∞－
U
O品

開門口
ω
同
国
－
。
門
川
町
一
口
mwω

司
江
口
包
℃

Z
O
Rロロロ
m－
明
円
山
口
W
P
H
Z
ω
・
F
H
・
H
c
u
m
y
ω

・円。
ω

∞

「
ノ
ヴ
ァ

i
リ
ス
の
生
と
作
品
は

l
ど
う
に
も
し
ょ
う
が
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
き
ま
り
文
句
以
外
に
は
適
切
な
表
現
が
な
い
の
だ

l
切
離
し

が
た
く
一
体
を
な
し
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
統
一
体
と
し
て
、
彼
の
生
と
作
品
は
ロ
マ
ン
主
義
全
体
の
一
つ
の
象
徴
で
あ
っ
た
「
」
（
『
ル
カ
l

チ
著
作
集

ω』
川
村
・
丸
子
訳
円
水
社
一
九
九
ハ
九
年
、
一

O
二
ペ
ー
ジ
）

ヨぷ－
F
Z
S
ロ
ニ
昨
日
話
可
一
口
ωω

同
己
巾
σ口一
ω
ロロハ凶

E
O
U
R『

Z
ロ
凶
・
の
O
丹江口
m
o
D
5
2）
印
・
円
。
ω

2
・
ω・
∞
（
同
・
件
印
・
ω
日
開
・
（
川
山
）

Z
・
∞
・
回
仏
－
H

∞－
M

∞mw

「
ミ
の
此
で
人
ー
か
ら
、
こ
こ
で
今
、
こ
れ
戸
」
そ
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
の
中
心
と
な
る
一
一
二
日
主
で
あ
り
、
本
目
的
な
定
一

J

－
口
で
あ
る
h
L

九一ノ

ル
ベ

l
ル
・
ベ
ガ
ン
著
作
集
、
第
一
巻
、
ロ
マ
ン
的
魂
と
夢
』
小
浜
・
後
藤
訳
固
い
え
社
一
九
七
二
年
、
一
二
」
士
川
一
ペ
ー
ジ
）

例
え
は
、
彼
の
一
七
九
七
年
四
月
二
十
三
日
（
三
十
六
日
）
の
『
日
必
』
、
「
し
ば
し
ば
、
ソ
フ
ィ
！
と
決
心
の
こ
と
ι

ゼ
号
加
え
た
し
、
同
年
内
川
－
－
十

四
日
（
三
十
七
日
）
「
決
心
は
ほ
ん
と
う
に
し
っ
か
り
し
て
い
た
」
等
々
。
（
Z
・
印
・
回
仏
・

1H

印・

8
）

彼
の
、
死
せ
る
ゾ
フ
ィ
！
と

rH身
の
死
へ
の
思
い
は
、
全
く
ヨ

l
ガ
の
限
想
修
行
（
ω
川丘町内凶ロ
ω）
を
想
起
さ
せ
る

ζ

つ
ま
り
、
そ
れ
は
感
覚
を

外
界
か
ら
引
離
し
（
ミ
巳

3
7
m
g）
、
心
を
一
点
に
集
中
す
る
（
仏

g
gロ
仙
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
川
以
山
相

uzremロ
mw
）
を
．
叶
能
に
す
る
の
で
の

る
。
事
実
、
五
月
十
三
日
の
彼
の
エ
グ
ス
タ
シ
ス
体
験
（
ωω
日
包
－
F
Z

は
、
こ
の
よ
う
な
事
的
に
よ
っ
て
こ
そ
説
明
で
き
る
。
高
橋
厳
氏
は
、

ゾ
フ
ィ

l
体
験
が
「
コ
ン
セ
ン
ト
レ

l
シ
ョ
ン
の
行
」
で
あ
っ
て
、
し
か
も
女
性
を
メ
デ
ィ
テ

l
シ
ョ
ン
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
「
東

洋
的
な
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
」
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「
ヨ

l
ロ
ッ
バ
が
拠
出
し
た
非
常
に
大
き
な
行
の
担
」
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
『
牧
神
』
八
号
、
「
夜
と
光
の
自
然
学
」
牧
神
社
、
昭
和
五
十
三
年
、
ゴ
二
ペ
ー
ジ
）

民・

ω
・回仏・

1
H
ω

・
ωψ

（日）

Z
・
ω
・回仏－

M

∞－

KHH
∞

Z
・
∞
・
出
門
戸
同
∞
－

H
ω
c
e
H
U
W
M

ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ

l
は、

（

5
」

（

6
）
 

（

7
J
 

（

8
）
 

（

9
）
 

12 13 
（

U
）
 

（凶）
（打）

「J

ノ
ヴ
ァ

i
リ
ス
に
お
け
る
夜
の
忠
義
は
、
魂
が
「
無
怠
識
」
即
ち
、
「
よ
り
し
い
川
い
現
実
」
で
あ
る
「
主
界
」



日
長
三
ト
：
三
！
お

＞J..i,J~｝
~J-0

＇
ム

j主
主
~
＿
）
ν
ユ

1-0
し
（
R
u
d
o
l
f

Steiner: 
D
a
s
 
＼＼ア

ε
i
h
n
a
c
h
t
s
m
y
s
t
e
r
i
u
m
.

:¥"ovalis. 
der 

S
e
h
e
r
 
u
n
d
 

Christuski.inder. 
D
o
r
n
a
c
h
.
 
1964. 

S. 
13) 

(
 

;:3 
1
 
N. 

S. 
Bd. 

4
 S. 

45 
(

 
~
）
 

N. 
S. 

Bd. 
1

 S. 
135 

（
気
｝

く々
宜
主
主
将
『
町
民
心
主
制
』

（
笹
艇

:;'z'.'
~
長
E

＜年十）
！
〈
ト
ー
で
－
·
·
.
＼
~
＇
戸
ー
み
）
~
，
~
~
Q

 >J 
..lJO 

（
~
）
 

N
.
 
S. 

Bd. 
4

 S. 
98 

cm 
N. 

S. 
Bd. 

4
 S. 

220 

（お）
N. 

S. 
Bd. 

3
 S. 

650 
（
~
）
 

N. 
S. 

Bd. 
4
 S. 

4
4
 

（
~
）
 

N. 
S. 

Bd. 
4

 S. 
274 

（お
J

N
.
 
S. 

Bd. 
2
 S. 

422 

（
~
！
 

（お）
（
~
）
 

（
~
）
 

（
~
）
 

（烈）
N. 

S. 
Bd. 

3
 S. 

507 

（
~
）
 

N. 
S. 

Bd. 
3

 S. 
508 

（話）
0
・
え

-R
－
＇
ト
『
ら
ム
ヤ
ト

－＞＜~小
手
引
』
明
t
W
も
~
遣
さ
~

（~こ主主押Eミ
’

1
 ~；.；：：

1
廿
）

に
よ
さ
て
ー
’
ふ
っ

（
~
）
 

N
.
 
S. 

Bd. 
3

 S. 
685 

（涜
）

N
.
 
S. 

Bd. 
1
 S. 

257 
f. 

（日）
（
~
）
 

（
~
）
 

N
.
 
S. 

Bd. 
3

 S. 
509 

（ミ）
N
.
 
S. 

Bd. 
3

 S. 
516 

（弓）
N. 

S. 
Bd. 

3
 S. 

517 

（
~
）
 

N
.
 
S. 

Bd. 
3

 S. 
520 

(s;:2) 
N. 

S. 
Bd. 

3
 S. 

519 

（ご）
N
.
 
S. 

Bd. 
3

 S. 
524 

（
~
）
 

W
a
l
t
e
r
 B

e
n
j
a
m
i
n
:
 
D
e
r
 Begri

百
d
e
r

K
u
n
s
t
k
r
i
t
i
k
 
in 

d
e
r
 d

e
u
t
s
c
h
e
n
 R

o
m
a
n
t
i
k
.
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 

M
.
 
1973 

S. 
8

 

（三：：
I

 
N. 

S. 
Bd. 

3
 S. 

523 
（与）

N. 
S. 

Bd. 
3
 S. 

62 

（習
l

H
a
n
s
 W
o
l
f
g
a
n
g
 K

u
h
n
 :Der 

A
p
o
k
a
l
y
p
t
i
k
e
r
 
u
n
d
 
die 

Politik. 
S
t
u
d
i
e
n
 
z
u
r
 
Staatsphilosophie 

des 
Novalis. 

Frei-

b
u
r
g
 i. 

B. 
1961 

S. 
90 

（寺）
N. 

S. 
Bd. 

3
 S. 

281 
（
~
）
 

N. 
S. 

Bd. 
4
 S. 

48 

（古）
え’

L
え
ト
・
ト
え
ム
ト
入
『
重
長
引
火

jミ
年
＊
樗
」
モ
ト
三
時
台
鳴
尾
（
誌
岩
間
ミ
’

1
~
・
~
~
社
）
；
戸
』
て
－
＂
，
＼
二
三
！
ム
。
「
ト

r\
t<
よ

主
完

・
〈

斗
ζ

（来
J巣
立
’

1
 ~.1(111

社
）

1111111
ぐ
ー
コ
ヱ
ミ
’
ん
み
）
~
主
0
パ
ム

Jo


