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トマスを読む難しさと楽しさ

「
単
に
輝
き
を
発
す
る
よ
り
も
照
明
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り
大
い
な
る
こ
と
で
あ
る
ご
と
く
、
単
に
観
想
す
る
よ
り
も
観
想
の
み
の
り
を
他
者
に

伝
え
るcontem

plata aliis tradere

こ
と
の
方
が
よ
り
大
い
な
る
こ
と
で
あ
る）

1
（

」

九
州
大
学
を
定
年
退
官
さ
れ
た
の
ち
も
稲
垣
良
典
先
生
に
お
目
に
か
か
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
私
に
と
っ
て
、
先
生
か
ら
頂
い
た
数
々
の
恩
恵
を

ふ
り
か
え
る
う
ち
に
、
な
ぜ
か
思
い
出
さ
れ
た
の
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
こ
の
言
葉
で
あ
っ
た
。　

Ⅰ　
観
想
に
到
り
つ
く
ま
で
の
道
程

（
１
）　

先
生
は
御
著
『
恵
み
の
時
』
の
序
言
の
な
か
で
、
ト
マ
ス
の
こ
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
観
想
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
。「
観
想

contem
platio, θεω

ρία

と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
、
観
想
と
は
事
物
を
そ
の
在
る
が
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
見
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
「
在
る
も
の
を
見
る
」
と
い
う
一
見
単
純
極
ま
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ひ
と
た
び
「
在
る
」
お
よ
び

「
見
る
」
と
い
う
言
葉
の
も
っ
と
も
充
実
し
た
意
味
に
つ
い
て
ふ
り
か
え
る
と
き
、
そ
の
測
り
が
た
い
神
秘
で
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
圧
倒
す
る
。

ト
マ
ス
を
読
む
難
し
さ
と
楽
し
さ

―
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
―

東　

谷　

孝　

一
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…
…
事
物
を
在
る
が
ま
ま
に
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
見
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
そ
の
限
り
を
つ
く
し
て
見
る
こ
と
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
人
間
と
し

て
の
生
の
熱
望
の
す
べ
て
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。「
真
理
を
見
る
こ
と
」contem

platio veritatis

、
そ
の
こ
と
の
ほ
か
に

人
間
の
究
極
目
的
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
人
間
の
心
は
在
る
も
の
を
、
そ
れ
が
在
る
こ
と
の
限
り
を
つ
く
し
て
見
る
ま
で
は
休
ら
う
こ
と
を

知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、
観
想
は
わ
れ
わ
れ
の
人
生
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
一
種
の
活
動
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

わ
れ
わ
れ
の
人
間
と
し
て
の
生
命
そ
の
も
の
に
属
す
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か）

2
（

。」

先
生
の
生
涯
の
歩
み
は
、
こ
の
人
間
と
し
て
の
生
命
そ
の
も
の
に
属
す
る
「
観
想
」
へ
向
け
て
の
絶
え
ざ
る
精
進
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

学
術
雑
誌
や
紀
要
に
発
表
す
る
論
文
は
観
想
に
か
か
わ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
観
想
に
到
り
つ
く
た
め
の
労
苦
に
満
ち
た
道
程
の
記
録
で
あ
る
と
先

生
は
記
し
て
お
ら
れ
る
。
お
び
た
だ
し
い
数
の
研
究
論
文
や
著
作
は
、
観
想
へ
向
け
て
の
先
生
の
ご
研
鑽
が
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
乗
り
越
え
て
生
涯

遂
行
さ
れ
続
け
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
私
の
知
る
限
り
で
の
先
生
の
近
著
論
文
は
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
「
神
」
認
識
に
つ
い
て
」

『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
院
紀
要
』
第
８
号
、
２
０
１
７
年
で
あ
り
、
先
生
は
こ
の
年
に
89
歳
を
迎
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
年
２
０
１
６
年
に
も

同
紀
要
第
７
号
に
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
聖
母
神
学
一
試
論
」
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。

『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』』（
２
０
０
９
年
）
の
あ
と
が
き
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
、（
２
０
０
７
年
の
中
世
哲
学
会
で

の
公
開
講
演
に
）「『《
神
学
大
全
》
の
挑
戦
』
と
い
う
題
を
掲
げ
た
が
、
取
り
扱
っ
た
問
題
は
『
神
学
大
全
』
の
第
一
部
と
第
二
部
か
ら
と
っ
た
も

の
で
あ
り
、
第
三
部
（
キ
リ
ス
ト
論
）
に
は
直
接
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
も
っ
ぱ
ら
私
の
勉
強
不
足
で
あ
っ
て
、
十
年
ほ
ど
前
か
ら
翻

訳
の
仕
事
の
た
め
に
あ
ら
た
め
て
第
三
部
を
念
入
り
に
読
み
始
め
、
ト
マ
ス
の
議
論
や
立
場
と
い
う
よ
り
は
ト
マ
ス
自
身
の
生
の
声
を
聞
き
と
っ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、『
神
学
大
全
』
を
ど
う
読
む
か
に
つ
い
て
も
新
た
な
視
界
が
開
か
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
マ
ス
の
キ

リ
ス
ト
論
自
体
が
、
こ
ん
に
ち
わ
れ
わ
れ
が
お
し
進
め
る
べ
き
知
的
探
求
に
た
い
し
て
つ
き
つ
け
て
い
る
挑
戦
に
つ
い
て
明
確
に
語
る
準
備
は
ま

だ
で
き
て
い
な
い
。
…
…）

3
（

」

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
「
ト
マ
ス
か
ら
の
挑
戦
」
に
つ
い
て
明
確
に
語
る
べ
く
、
先
生
は
生
涯
研
究
を
継
続
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
先
の
近
著
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論
文
は
示
し
て
い
る
。
哲
学
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
知
恵
の
探
求
は
生
涯
継
続
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
探
求
は
進
め
ら
れ
る

に
伴
っ
て
喜
ば
し
い
新
た
な
発
見
を
わ
た
し
た
ち
に
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
を
、
先
生
は
身
を
も
っ
て
証
さ
れ
た
。
い
く
つ
か
の
著
書
に
お
い

て
先
生
は
ト
マ
ス
の
哲
学
・
思
想
に
つ
い
て
《
知
ら
れ
ざ
る
国
》
や
《
未
知
の
国
》
と
い
っ
た
表
現
で
評
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
、

ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト
を
真
に
読
み
解
く
な
か
で
先
生
が
経
験
さ
れ
た
困
難
と
知
的
刺
激
に
満
ち
た
新
し
い
発
見
を
、
遥
か
か
な
た
を
歩
む
先
達
か

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
わ
た
し
た
ち
に
届
け
て
く
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）　

先
生
は
ご
自
身
の
研
究
の
進
展
に
つ
い
て
「
自
然
法
、
人
格
、
存
在
―
ひ
と
つ
の
探
求
の
軌
跡
」
と
い
う
一
文
で
回
顧
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
…
…
た
し
か
に
私
は
ト
マ
ス
入
門
書
を
数
冊
書
き
、
ト
マ
ス
哲
学
を
題
目
に
掲
げ
る
論
文
を
お
そ
ら
く
百
近
く
発
表
し
、『
神
学
大
全
』
の
日

本
語
訳
に
も
長
年
従
事
し
て
き
た
…
…
し
か
し
私
は
旧
制
高
校
以
来
、
ト
マ
ス
に
私
淑
し
、
彼
の
著
作
か
ら
学
び
続
け
た
が
、
彼
の
「
哲
学
」
の

「
研
究
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
よ
う
な
独
自
の
成
果
を
挙
げ
て
は
い
な
い）

（
（

。」

こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
自
己
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
評
価
を
も
た
ら
し
て

い
る
も
の
は
、
単
に
「
研
究
」
に
か
ん
し
て
先
生
が
設
定
さ
れ
て
い
る
「
独
自
の
成
果
」
が
満
た
す
べ
き
基
準
の
高
さ
だ
け
で
は
な
く
、
先
生
の

ご
研
究
そ
の
も
の
の
有
す
る
一
つ
の
特
質
が
関
与
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
生
の
ご
研
究
が
常
に
新
た
な
発
見
へ
導
く

真
に
発
展
的
な
性
質
を
有
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
下
さ
れ
た
評
価
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発
展
的
な
軌
跡
の
一
端
に
つ

い
て
は
先
生
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
回
顧
さ
れ
て
い
る
。

１
９
７
９
年
に
出
版
さ
れ
た
『
人
類
の
知
的
遺
産 

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
』
の
「
ま
え
が
き
」
で
は
「
こ
の
書
物
を
書
き
終
え
た
い
ま
、
私
の

心
を
強
く
と
ら
え
て
い
る
の
は
、
ト
マ
ス
は
…
私
に
と
っ
て
《
知
ら
れ
ざ
る
国
》
だ
と
の
感
じ
で
あ
る）

5
（

」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
先
生
は
『
人
類
の

知
的
遺
産 

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
』
執
筆
当
時
に
お
け
る
ご
自
分
の
ト
マ
ス
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
、「
こ
れ
ら
の
感
想
か
ら
伝
わ
っ
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て
く
る
の
は
、
ト
マ
ス
と
の
真
実
の
出
会
い
を
め
ざ
す
旅
の
前
途
は
ま
だ
長
い
が
、
少
な
く
と
も
頼
り
に
な
る
地
図
は
手
に
し
て
い
る
と
の
思
い

で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る）

6
（

。
こ
こ
で
の
「
頼
り
に
な
る
地
図
」
と
は
、
Ｅ
・
ジ
ル
ソ
ン
、
Ｊ
・
マ
リ
タ
ン
に
始
ま
り
、
Ｍ
・
グ

ラ
ー
プ
マ
ン
、
Ｍ
・
Ｄ
・
シ
ェ
ニ
ュ
、
Ｃ
・
フ
ァ
ブ
ロ
、
Ｋ
・
ラ
ー
ナ
ー
を
経
て
、
Ｊ
・
Ｐ
・
ト
レ
ル
に
到
る
、
頼
り
に
な
る
道
連
れ
、
卓
越
し

た
ト
マ
ス
研
究
者
の
著
作
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
約
10
年
間
の
研
究
の
の
ち
、
こ
の
よ
う
な
前
途
へ
の
予
想
は
、
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
「
こ
の
時
は
長
年
私
が
「
ト
マ
ス
の
旅
」
に
お
い
て
頼
り
に
し
て
き
た
地
図
さ
え
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
使
え
な
く
な
っ
た
、
と
感
じ

た
の
で
あ
る）

7
（

」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
か
ら
地
図
の
な
い
前
人
未
到
の
地
へ
と
旅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
「
こ

の
時
」
と
は
、「
ト
マ
ス
と
、
オ
ッ
カ
ム
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
認
識
理
論
が
ひ
き
起
こ
し
た
根
源
的
な
変
革
の
影
響
の
下
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
と
の

間
に
は
、
越
え
難
い
「
見
え
ざ
る
壁
」
が
あ
る
こ
と
に
気
付）

8
（

」
い
た
時
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
の
ち
、「
ト
マ
ス
の
哲
学
に
つ
い
て
の
新
し
い
発
見
を
め
ざ
し
て
」
ご
研
究
は
続
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な

発
見
へ
と
導
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
発
見
に
つ
い
て
「
ト
マ
ス
の
「
存
在
論
」
の
中
核
で
あ
る
「
存
在
」（
エ
ッ
セ
）
理
解
は
、
受

肉Incarnatio

と
い
う
信
仰
の
神
秘
を
、
ど
こ
ま
で
も
信
仰
の
光
に
導
か
れ
つ
つ
、
可
能
な
限
り
知
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
通
じ
て
成

立
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
の
結
論
に
達
し
た
」
と
語
ら
れ
、
さ
ら
に
「
ト
マ
ス
の
哲
学
を
専
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
お
よ
び
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学

の
流
れ
の
な
か
に
位
置
付
け
る
、
ト
マ
ス
の
「
存
在
論
」
に
つ
い
て
の
従
来
の
解
釈
を
見
直
す）

9
（

」
こ
と
が
迫
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

先
生
の
ご
研
究
は
こ
の
よ
う
に
、
既
存
の
解
釈
枠
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
ト
マ
ス
哲
学
が
そ
の
都
度
見
直
し
を
迫
ら
れ
、
突
破
し
て
い
く
こ

と
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
新
し
い
ぶ
ど
う
酒
は
新
し
い
革
袋
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
古
い
革
袋
に
入
れ

れ
ば
そ
れ
を
破
っ
て
し
ま
う
と
の
教
え
が
あ
る
よ
う
に
、
先
生
の
ご
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
ト
マ
ス
哲
学
の
有
す
る
根
本
的
な
新
し
さ

が
従
来
の
哲
学
の
枠
組
み
の
う
ち
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
そ
れ
ら
を
打
ち
破
っ
て
現
れ
出
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
先
生
の
ト
マ
ス
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
特
色
に
私
た
ち
は
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
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先
生
の
ト
マ
ス
研
究
は
、
或
る
意
味
で
は
先
生
ご
自
身
の
思
い
も
よ
ら
な
い
仕
方
で
展
望
が
開
か
れ
な
が
ら
進
展
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
探
求
を

押
し
進
め
て
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
先
生
に
と
っ
て
ト
マ
ス
は
未
だ
《
知
ら
れ
ざ
る
国
》
で
あ
る
と
の
感
を
深
め
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
認
知
が
既

存
の
ト
マ
ス
解
釈
を
こ
と
ご
と
く
乗
り
越
え
て
、
よ
り
一
層
、
根
源
的
テ
ー
マ
に
遡
っ
て
探
求
を
す
す
め
る
動
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
真

の
探
求
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
探
求
を
終
結
さ
せ
る
探
求
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
探
求
へ
と
導
い
て
く
れ
る
探
求
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
改
め

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅱ　
観
想
の
満
ち
溢
れ

他
方
で
、
単
に
観
想
す
る
よ
り
も
よ
り
一
層
大
い
な
る
こ
と
で
あ
る
と
ト
マ
ス
が
評
し
た
「
観
想
の
み
の
り
を
他
者
に
伝
え
る
」
こ
と
に
つ
い

て
も
、
先
生
が
果
た
さ
れ
た
ご
貢
献
は
極
め
て
大
き
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
貢
献
の
一
部
と
し
て
、
学
術
論
文
と
は
異
な
り
、『
神

学
大
全
』
な
ど
の
哲
学
・
神
学
的
テ
キ
ス
ト
に
接
し
た
こ
と
の
な
い
人
た
ち
を
含
め
た
、
よ
り
広
い
層
の
読
者
が
親
し
ん
で
読
む
こ
と
が
可
能
な

論
説
や
随
筆
的
な
文
章
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
論
説
や
随
筆
的
な
文
章
も
テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
数
も
極
め
て
多
い
が
、
私
が
大

き
な
感
銘
を
受
け
る
の
は
そ
れ
ら
の
文
章
を
読
ん
だ
人
の
多
く
が
感
じ
取
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
或
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
文
章
は
比
ゆ
的
な

表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
学
術
論
文
と
は
そ
の
放
つ
光
の
色
調
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
そ
の
輝
か
し
さ
に
お
い
て
は
学
術
論
文
に
何
ら
引
け
を
取

る
こ
と
は
な
い
。
否
む
し
ろ
、
そ
こ
に
は
、
ト
マ
ス
が
そ
れ
を
観
想
よ
り
も
「
よ
り
大
い
な
る
こ
と
」
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
こ
と
が
ま
こ
と
に

そ
の
通
り
と
納
得
さ
れ
う
る
よ
う
な
事
柄
が
は
っ
き
り
と
認
め
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
恵
み
の
時
』
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
文
章
に
つ
い
て
、
先
生
は
謙
遜
な
さ
っ
て
「
観
想
の
み
の
り
の
ご
と
き
も
の
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
の
文
章
は
「
観
想
に
到
り
つ
く
道
程
の
労
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た
し
ば
し
の
憩
い
の
時
に
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本

の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
、「
恵
み
は
こ
の
文
集
の
全
体
を
貫
く
基
調
で
あ
り
、
書
名
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
。
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ま
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
究
極
的
に
は
賜
物
で
あ
り
、
恵
み
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
時
間
も
ま
た
い
わ
ば

恵
み
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
て
い
る
」。「
観
想
の
み
の
り
を
他
者
に
伝
え
る
」
事
例
と
し
て
説
教
や
教
授
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
活
動
は
「
観
想
の
充
満
か
ら
発
す
る
」ex plenitudine contem

plationis derivatur

活
動
で
あ
る
。
先
生
の
長
年
の
研
究
活
動
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
観
想
は
、
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
う
な
れ
ば
そ
れ
ら
自
身
が
一
つ
の
光
源
と
な
り
、
他
の
人
た
ち
を
照
ら
し
導

く
光
を
発
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
観
想
の
満
ち
溢
れ
と
い
う
お
お
き
な
恵
み
の
経
験
の
う
ち
で
綴
ら
れ
た
先
生
の
文
章
は
、
私
た
ち
の

存
在
や
、
生
き
て
い
る
時
間
に
つ
い
て
の
或
るvision

を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
なvision

を
受
け
取
る
こ
と
に
お
い
て
、
私
た
ち
も

ま
た
そ
の
恵
み
に
何
ら
か
与
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅲ　
ト
マ
ス
研
究
会

（
１
）　
「
観
想
の
み
の
り
を
他
者
に
伝
え
る
」
こ
と
に
か
ん
す
る
も
う
一
つ
の
ご
貢
献
と
し
て
、
大
学
な
ど
の
教
育
機
関
で
の
授
業
・
演
習
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
が
、
私
自
身
と
り
わ
け
あ
り
が
た
か
っ
た
の
は
、
先
生
が
長
く
主
催
さ
れ
た
ト
マ
ス
研
究
会
に
参
加
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

１
９
９
２
年
４
月
25
日
（
同
年
３
月
に
先
生
は
九
州
大
学
を
定
年
退
官
さ
れ
た
）
よ
り
始
め
ら
れ
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
研
究
会
は
、
コ
ロ

ナ
禍
で
休
会
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
以
前
、
２
０
２
０
年
１
月
25
日
開
催
の
会
ま
で
28
年
間
継
続
さ
れ
た
。
発
足
当
初
は
『
神
学
大
全
』
第
一
部
第

85
問
題
か
ら
読
み
始
め
た
と
伺
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
第
二
部
の
読
解
が
継
続
さ
れ
て
い
た
。
私
が
初
め
て
こ
の
回
に
参
加
し
た
の
は
１
９
９

６
年
10
月
19
日
の
会
で
、
第
二

－

一
部
第
5（
問
題
第
１
項
が
検
討
箇
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
箇
所
は
習
慣
論
に
あ
た
り
、
そ
の
後
、
研
究
会
は
テ
ー

マ
を
、
徳
、
法
、
恩
寵
へ
と
展
開
さ
せ
な
が
ら
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
会
に
参
加
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
ト
マ
ス
を
読
む
こ
と
の
難
し
さ
と
楽
し
さ
を
多
少
な
り
と
も
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
体
験
は
私
に
と
っ
て
何
に
も
代
え
が
た
い
財
産
と
な
っ
た
。
ト
マ
ス
を
読
む
楽
し
さ
と
し
て
様
々
な
こ
と
が
ら
が
あ
げ
ら
れ
う
る
で
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あ
ろ
う
が
、
私
の
場
合
は
、「
あ
く
こ
と
を
知
ら
な
い
探
求
精
神
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る）

（1
（

」
こ
の
稀
有
な
思
想
家
か
ら
そ
の
息
吹
を
受
け
取
り
、
自

ら
の
精
神
が
「
新
し
く
」
さ
れ
る
よ
う
な
思
い
を
経
験
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
の
思
想
の
源
泉
は
聖
書
、
教
父
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
み

な
ら
ず
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
、
さ
ら
に
は
イ
ス
ラ
ム
や
ユ
ダ
ヤ
思
想
に
及
ぶ
。
ト
マ
ス
に
顕
著
な
対
話
的
で

総
合
的
な
探
求
姿
勢
は
、
そ
の
ま
ま
先
生
の
探
求
姿
勢
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
姿
勢
を
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
の
お
手
本
と

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
方
で
、
ト
マ
ス
を
読
む
難
し
さ
に
つ
い
て
は
、
先
生
の
ご
教
示
に
よ
っ
て
初
め
て
気
づ
き
、
こ
の
点
に
ト
マ
ス
を
読
む
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。「『
神
学
大
全
』
を
…
…
「
百
科
全
書
」
と
見
な
し
、
そ
の
構
成
単
位
で
あ
る
２
６
６
９
個
の
「
項
」
の
数

だ
け
の
「
解
答
」
の
集
成
と
し
て
読
ん
だ
場
合
に
は
、
こ
の
書
物
は
到
る
所
で
相
互
に
矛
盾
・
対
立
す
る
主
張
の
巨
大
な
塊
で
あ
る
か
の
よ
う
に

思
わ
れ
て
く
る）

（（
（

」。

こ
の
よ
う
な
矛
盾
・
対
立
は
テ
キ
ス
ト
を
単
に
部
分
的
に
読
み
、
各
項
に
お
け
る
ト
マ
ス
の
解
答
を
以
っ
て
、
当
の
事
柄
の
問
題
は
解
決
さ
れ

た
と
考
え
る
限
り
、
明
確
に
気
付
か
れ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。『
神
学
大
全
』
に
伏
在
し
て
い
る
矛
盾
・
対
立
は
、
テ
キ
ス
ト
を
広
汎
か
つ
入

念
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
発
見
さ
れ
、
問
題
と
し
て
読
み
手
に
新
た
に
見
い
出
さ
れ
意
識
さ
れ
る
。
こ
の
新
た
な
問
題
意
識
の
も
と
に
読

者
が
『
神
学
大
全
』
全
体
を
読
み
通
す
と
き
、「
さ
き
に
は
矛
盾
・
対
立
す
る
と
見
え
た
そ
れ
ら
の
言
明
は
次
第
に
相
互
に
結
び
つ
き
、
統
合
さ
れ

て
、
そ
れ
ま
で
秘
め
ら
れ
て
い
た
実
在
あ
る
い
は
真
理
に
光
を
あ
て
る
も
の
と
な
る）

（1
（

」
と
先
生
は
語
っ
て
お
ら
れ
る
。

（
２
）　

で
は
、
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
に
は
ど
の
よ
う
な
矛
盾
・
対
立
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
例
と
し
て
ト
マ
ス
に
お
け
る
悪

の
概
念
に
つ
い
て
の
ご
指
摘
を
見
よ
う
。「
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
学
的
言
語
と
し
て
の
「
悪
」（
１
）」「
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
学
的
言
語
と
し
て
の

「
悪
」（
２）

（1
（

）」
に
お
い
て
先
生
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

ト
マ
ス
に
お
け
る
悪
の
概
念
と
し
て
、「
善
の
欠
如
」
あ
る
い
は
「
存
在
（
有
）
の
欠
如
」
と
い
う
回
答
が
一
般
的
に
与
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
答
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え
は
誤
り
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ト
マ
ス
は
、
す
べ
て
の
有
は
、
そ
れ
が
有
た
る
限
り
に
お
い
て
善
で
あ
る
こ
と
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
有
も
有
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
悪
と
は
い
わ
れ
ず
、
何
ら
か
の
存
在
を
欠
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
悪
と
い
わ
れ
る

と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
論
じ
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。

し
か
し
こ
の
答
え
は
十
分
な
も
の
で
は
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
人
間
の
罪
や
悪
徳
と
呼
ば
れ
る
悪
に
つ
い
て
考
察
す
る
さ
い
に
、

そ
れ
を
た
ん
に
「
善
の
不
在
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
事
足
り
る
と
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
罪
や
悪
徳
と
い
っ
た
悪
は
、
病
気
や
死
、
様
々

の
害
悪
や
苦
痛
と
い
っ
た
悪
よ
り
も
よ
り
悪
の
本
質
を
ふ
く
む
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
人
間
が
自
由
に
つ
く
り
だ
す
も
の

と
し
て
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
善
の
欠
如
な
い
し
有
の
欠
如
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
二
つ
の
「
悪
」
の
理
解
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
善
な
い
し
有
の
欠
如

と
し
て
の
悪
で
あ
り
、
こ
の
理
解
に
お
い
て
悪
は
最
終
的
に
は
虚
無
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
、
否
定
的
な
い
し
欠
如
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
他

方
は
、
罪
科
な
い
し
罪
・
苦
痛
と
し
て
の
悪
で
あ
り
、
こ
の
理
解
に
お
い
て
は
、
多
様
な
、
そ
れ
自
体
の
因
果
性
を
行
使
す
る
も
の
と
し
て
、
積

極
的
な
い
し
動
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
理
解
に
は
へ
だ
た
り
、
な
い
し
一
種
の
対
立
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
ら
れ
う
る
と
さ

れ
る）

（1
（

。
悪
を
善
の
不
在
・
欠
如
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、「
存
在
す
る
も
の
は
存
在
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
善
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
存
在
」
理
解

を
裏
か
ら
言
い
か
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
存
在
」
理
解
は
わ
た
し
た
ち
の
日
常
経
験
の
基
準
枠
（
レ
ベ
ル
）
あ
る
い
は
自
明
の
前

提
で
は
な
い
。
日
常
経
験
の
次
元
に
お
い
て
も
、
倫
理
的
実
践
の
領
域
に
お
い
て
も
、
様
々
の
「
悪
」
と
呼
ば
れ
、「
悪
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て

い
る
も
の
ご
と
を
単
に
善
の
欠
如
と
し
て
理
解
し
、
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
「
存
在
」
理
解
は
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
唯

一
の
真
に
存
在
す
る
も
の
、
な
い
し
存
在
そ
の
も
の
か
ら
存
在
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
創
造
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
す
る

と
い
う
創
造
の
形
而
上
学
に
も
と
づ
い
て
い
る）

（1
（

。
し
た
が
っ
て
、「
善
な
い
し
存
在
の
欠
如
と
し
て
悪
」
と
は
、
神
論
な
い
し
創
造
論
的
視
点
か
ら

捉
え
ら
れ
た
悪
で
あ
り
、『
神
学
大
全
』
第
一
部
に
お
い
て
主
要
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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他
方
で
、
人
間
の
罪
や
悪
徳
と
呼
ば
れ
る
悪
に
つ
い
て
は
、『
神
学
大
全
』
第
二
部
に
も
と
づ
い
て
、
人
間
論
な
い
し
倫
理
学
的
視
点
か
ら
捉
え

ら
れ
て
お
り
、「
反
秩
序
的
な
人
間
的
行
為
（
罪
）
と
し
て
の
悪
」
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
こ
こ
で
は
、
悪
を
悪
た
ら
し
め
る
本
質
側
面

そ
の
も
の
（ipsa ratio m

ali

）
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
罪
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
行
為
、
つ
ま
り
或
る
意
味
で
人
間
の
意
志
を
第
一
動
者
（prim

um
 

m
ovens

）
と
す
る
と
こ
ろ
の
自
由
な
行
為
に
目
を
向
け
て
、
罪
の
原
因
（causa

）
の
考
察
を
通
じ
て
、
罪
と
は
何
で
あ
る
か
を
探
求
し
て
い
る

と
さ
れ
る）

（1
（

。

以
上
の
二
つ
の
「
悪
」
の
理
解
に
か
ん
し
て
、
い
ず
れ
か
一
方
を
他
方
へ
と
還
元
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
可
能
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
に
こ
れ
ま

で
そ
の
よ
う
な
試
み
が
様
々
に
な
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
ト
マ
ス
が
試
み
た
の
は
二
つ
の
理
解
を
『
神
学
大
全
』
第
三

部
の
キ
リ
ス
ト
論
的
言
語
に
お
い
て
統
合
し
、
統
一
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

（
３
）　

で
は
、
以
上
の
二
つ
の
「
悪
」
の
理
解
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
論
的
考
察
は
な
ぜ
そ
れ
ら
を
統
一
的
な
理
論
・
実
践
的
視
点
か
ら
捉
え
る

こ
と
が
可
能
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
は
真
の
神
で
あ
る
と
と
も
に
、
真
の
人
で
あ
る
か

ら
、
神
的
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
悪
と
、
人
間
的
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
悪
と
は
何
ら
か
の
仕
方
で
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
キ
リ
ス

ト
は
神
で
あ
る
か
ぎ
り
、
一
方
で
は
神
と
し
て
悪
の
本
質
を
完
全
に
見
て
と
り
、
他
方
で
は
、
神
と
完
全
に
合
一
し
て
い
る
人
間
と
し
て
、
そ
れ

が
人
間
と
し
て
の
完
全
性
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
、
人
間
と
し
て
最
も
完
全
な
仕
方
で
悪
に
直
面
し
、
う
ち
勝
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と）

1（
（

。

「
悪
」
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
論
的
考
察
が
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
悪
の
本
質
の
把
握
と
悪
の
克
服
と
い
う
２
点
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
（
と
り
わ
け
前
者
）
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
先
生
の
次
の
こ
と
ば
で
あ
る
。「
悪
の
問
題
は
自
由
と
い
う
問
題
を
介
し

て
、
人
間
の
（
自
然
）
本
性
な
い
し
本
質
の
問
題
と
密
接
か
つ
根
源
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ

い
て
、
い
い
か
え
る
と
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
致
命
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
無
知
で
あ
り
、
こ
の
無
知
か
ら
癒
さ
れ
る
た
め
に
は
実
は

キ
リ
ス
ト
論
の
助
け
を
か
り
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
あ
る）

11
（

」。「
す
べ
て
の
人
間
が
被
っ
て
い
る
人
間
本
性
の
歪
み
な
い
し
損
壊
か
ら
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完
全
に
自
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
目
に
映
っ
た
悪
と
は
何
で
あ
る
か
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
に
つ
い
て
の
真
の
全
体
的

な
洞
察
へ
と
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か）

11
（

。」

こ
れ
ら
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
の
は
、「
悪
」
を
め
ぐ
っ
て
私
た
ち
自
身
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
用
語
で
表
現
す
る
な

ら
ば
「
悪
に
つ
い
て
の
不
知
の
不
知
」「
悪
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
知
ら
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
」
状
況
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、「
悪
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
病
気
や
死
、
様
々
の
害
悪
や
苦
痛
と
い
っ
た
悪
に
し
て
も
、
ま
た
罪
や
悪
徳
と
い
っ
た

悪
に
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
身
近
で
頻
繁
に
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
で

あ
る
か
は
改
め
て
問
う
必
要
も
な
い
ほ
ど
自
明
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、「
悪
」
に
つ
い
て
の
正
し

い
理
解
か
ら
は
程
遠
い
と
こ
ろ
を
彷
徨
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
悪
」
に
つ
い
て
の
「
不
知
の
不
知
」
と
い
う
私
た
ち
の
状
況
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る
先
生
の
ご
指
摘
は
、
こ
の
二
つ
の
論

考
の
至
る
所
に
非
常
に
強
い
印
象
を
伴
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
悪
は
そ
れ
自
体
「
も
の
」
で
は
な
く
、
中
立
的
・
客
観
的
な
態
度
で
観
察
し
、
情
報
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
正
し
い
理

解
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
欠
如

4

4

と
し
て
の
悪
は
、
根
本
的
に
い
っ
て
、
悪
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
我
々
自
身
の
う
ち
に
見
出
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
悪
に
た
い
す
る
一
種
の
無
知
な
い
し
盲
目
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い）

11
（

。」

「
倫
理
的
悪
・
罪
は
自
然
本
性
に
反
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
世
界
の
秩
序
は
根
本
的
に
転
倒
さ
れ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
そ
れ
が
如
何
に
し
て
起
こ
っ
た
の
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
根
本
的
に
問
う
こ
と
も
な
く
倫
理
的
悪
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
重
大
な
見
落
と
し
に
も
と
づ
く
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
見
落
と
し
は
、
わ
れ
わ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
、
倫
理
的
悪
・
罪
に
つ
い
て
根

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

本
的
に
無
知
で
あ
り
、
倫
理
的
悪
・
罪
の
本
質
を
見
て
と
る
た
め
の
視
点
を
喪
失
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う）

11
（

。」

以
上
の
よ
う
な
先
生
の
言
葉
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
、
悪
に
つ
い
て
の
探
求
に
正
し
く
向
か
っ
て
い
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
自
身
が
ま
ず
照

明
さ
れ
、
無
知
か
ら
癒
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
悪
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
は
確
か
に
私
た
ち
の
身
の
回
り
で
絶
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え
ず
み
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
私
た
ち
が
「
悪
」
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
何
ら
保
証
す
る

も
の
で
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
論
的
考
察
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
私
た
ち
の
照
明
の
た
め
に
な

く
て
は
な
ら
ず
、
私
た
ち
は
そ
の
考
察
を
通
じ
て
回
心
へ
と
導
か
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
神
的
本
性
と
完
全
に
合
一
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
人
間
本
性
は
あ
ら
ゆ
る
身
体
的
弱
さ
や
欠
陥
か
ら
解
放
さ
れ
、
い
わ
ば
栄
光
の
輝
き
に
つ
つ

ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
予
想
に
反
す
る
仕
方
で）

11
（

」
キ
リ
ス
ト
は
「
肉
体
的
な
弱
さ
な
い
し
欠
落
、
感
覚
的
な
苦
痛
、
そ

の
意
味
で
の
死
を
免
れ
て）

11
（

」
は
い
な
か
っ
た
が
、
ト
マ
ス
は
こ
の
こ
と
を
神
の
御
子
に
と
っ
て
適
わ
し
い
（conveniens

）
こ
と
と
見
な
し
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
悪
は
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
「
受
肉
の
目
的
、
す
な
わ
ち
人
類
の
罪
に
た
い
す
る
罰
の
つ
ぐ
な
い
と
し
て
、
そ
れ
ら
を

耐
え
忍
ぶ
と
い
う
目
的
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

」
と
さ
れ
る
。
他
方
で
、
ト
マ
ス
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
罪
と
い
う
欠
落
が
見
出
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
、
こ
の
主
張
を
「
キ
リ
ス
ト
は
な
ぜ
前
述
の
諸
々
の
欠
落
・
悪
を
被
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
と
全
く
同
じ
」
理
由
に

も
と
づ
い
て
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
は
人
間
の
罪
を
償
う
た
め
、
み
ず
か
ら
の
人
間
本
性
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
証
す
る
た
め
、
わ
れ
わ
れ
に
徳
の
模
範
を
示
す
た
め
に
罪
を
犯
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る）

11
（

。

と
こ
ろ
で
、
人
間
の
罪
を
償
う
こ
と
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
神
の
愛
の
御
業
に
他
な
ら
な
い
。「
キ
リ
ス
ト
が
彼
の
人
間
と
し
て
の
生
に
お
い
て
神

と
完
全
に
合
一
し
、
す
べ
て
の
人
間
を
ふ
く
む
共
同
体
の
頭
で
あ
っ
た
の
は
愛
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
愛
に
よ
っ
て
彼
は
悪
を
引
き
受
け
、

ま
た
悪
を
ほ
ろ
ぼ
す
た
め
に
自
ら
を
犠
牲
と
し
て
捧
げ
た）

11
（

」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
そ
の
か
ぎ
り
で
、
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
愛
に
も
と
づ

い
て
悪
を
捉
え
て
い
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
そ
の
愛
こ
そ
が
悪
を
悪

と
し
て
何
ら
か
照
ら
し
出
し
て
い
る
と
言
い
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
真
に
罪
を
知
っ
て
い
た
の
は
「
罪
を
知
ら
な
い
」
キ
リ
ス
ト
の
み
で
あ
っ

た
、
と
も
い
え
る
の
で
あ
る）

1（
（

」
と
の
ご
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
悪
は
わ
た
し
た
ち
の
把
握
を
容
易
に
許
す
こ
と
の
な
い
神
秘
で
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
神
秘
に
私
た
ち
が
何
ら
か
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
神
の
愛
と
い
う
神
秘
中
の
神

秘
に
私
た
ち
が
触
れ
る
と
き
で
あ
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
こ
と
が
ら
が
こ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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Ⅳ　
『
神
学
大
全
』
の
翻
訳
完
成

（
１
）　

先
生
の
お
仕
事
を
振
り
返
る
と
き
、
す
で
に
先
生
ご
自
身
も
含
め
て
他
の
様
々
な
方
も
様
々
な
機
会
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る

が
、
ト
マ
ス
の
主
著
『
神
学
大
全
』Sum

m
a T

heologiae

の
翻
訳
に
つ
い
て
触
れ
な
い
で
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。『
神
学
大
全
』
の

翻
訳
は
、
先
生
が
最
も
情
熱
と
愛
情
を
傾
け
て
行
わ
れ
た
お
仕
事
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
神
学
大
全
』
の
全
訳
が
完
成
し
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
哲
学
研
究
に
と
っ
て
「
ま
こ
と
に
意
義
深
い
画
期
的
な
偉
業
で
あ
る）

11
（

」

の
み
な
ら
ず
、
お
よ
そ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
・
文
化
を
根
底
か
ら
理
解
し
た
い
と
願
う
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
こ
の
上
な
い
朗
報
で
あ
る
こ
と
は

疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ト
マ
ス
の
円
熟
し
た
思
想
は
『
神
学
大
全
』
に
お
い
て
こ
そ
、
も
っ
と
も
包
括
的
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
評
価

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

『
神
学
大
全
』
創
文
社
の
日
本
語
訳
は
、
１
９
６
０
年
５
月
に
第
１
分
冊
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
で
刊
行
を
開
始
し
た
。
最
終
を
飾
る
第
39
・
（0
分

冊
の
訳
業
を
先
生
が
終
え
ら
れ
た
の
は
２
０
１
２
年
５
月
で
あ
り
、
同
年
９
月
に
刊
行
さ
れ
全
巻
完
結
に
至
っ
て
い
る
。
刊
行
そ
の
も
の
に
52
年

を
要
し
て
い
る
が
、
第
１
分
冊
が
発
行
さ
れ
る
「
十
数
年
前
か
ら
企
画
が
着
手
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
実
に
70
年
近
く
の
歳
月
が
費
や

さ
れ
た）

11
（

」
こ
と
に
な
る
。
完
成
に
至
る
ま
で
に
は
様
々
な
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
翻
訳
に
か
か
わ
っ
た
諸
先
生
方
に
は

大
き
な
ご
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。
１
９
６
０
年
当
時
の
計
画
と
し
て
は
、
第
一
部Pars P

rim
a 

８
分
冊
、
第
二

－

一
部P

rim
a 

Secundae 

６
分
冊
、
第
二

－

二
部 Secunda Secundae 

10
分
冊
、
第
三
部Pars Tertia

は
補
遺Supplem

entum

を
含
め
て
12
分
冊
か
ら
な
る
全

36
分
冊
を
も
っ
て
完
結
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が）

11
（

、
様
々
な
経
緯
を
経
て
完
成
さ
れ
た
も
の
は
、
第
一
部
、
第
二

－

一
部
、
第
二

－

二
部
に
か
ん
し

て
は
予
定
通
り
の
構
成
で
あ
る
一
方
、
第
三
部
に
つ
い
て
は
補
遺Supplem

entum
を
除
い
た
21
分
冊
か
ら
な
り
、
全
（5
分
冊
の
構
成
と
な
っ
て

い
る
。
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こ
の
翻
訳
事
業
が
開
始
さ
れ
た
当
初
は
、
１
９
６
０
年
に
第
１
分
冊
が
出
版
さ
れ
た
後
、
１
年
ご
と
に
次
々
と
全
巻
を
出
版
す
る
予
定
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
全
巻
責
任
者
で
あ
っ
た
高
田
三
郎
教
授
か
ら
先
生
が
直
接
伺
っ
た
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
先
生

は
こ
の
翻
訳
を
ま
ず
ご
自
分
が
指
導
・
育
成
さ
れ
た
六
人
の
研
究
者
た
ち
と
共
に
始
め
、
次
に
こ
れ
ら
六
人
の
研
究
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
数
名
の

研
究
者
を
育
て
て
仕
事
を
続
行
す
れ
ば
10
年
か
、
そ
こ
ら
の
う
ち
に
翻
訳
は
完
成
す
る
は
ず
だ
、
と
い
う
目
論
見
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る）

11
（

」。
し
か

し
、
こ
の
目
論
見
は
は
ず
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
１
９
７
２
年
に
第
一
部
の
出
版
が
終
了
し
た
後
は
、
数
年
に
わ
た
っ
て
出
版
は
中
断
さ
れ
、
高

田
三
郎
教
授
を
は
じ
め
、
翻
訳
分
担
者
の
間
で
も
お
そ
ら
く
こ
の
企
画
は
完
成
し
な
い
だ
ろ
う
と
の
悲
観
的
な
空
気
が
強
ま
っ
て
い
た
と
の
こ
と

で
あ
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
計
算
外
れ
が
な
け
れ
ば
、『
神
学
大
全
』
を
翻
訳
す
る
機
会
は
訪
れ
な
か
っ
た
も
し
れ
な
い
、
と
先
生
は
述
懐
し
て
お
ら
れ

る）
11
（

。高
田
先
生
が
『
神
学
大
全
』
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
厳
守
さ
れ
た
方
法
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
翻
訳
分
担
者
全
員
が
演
習
形
式
で
テ
キ
ス

ト
を
入
念
に
読
ん
で
、
あ
ら
か
じ
め
指
名
さ
れ
た
翻
訳
担
当
者
が
訳
稿
を
作
り
、
出
版
社
か
ら
送
っ
て
き
た
校
正
刷
り
を
ま
た
全
員
が
演
習
形
式

で
点
検
し
、
真
っ
赤
に
朱
を
入
れ
て
出
版
社
に
戻
す
。
こ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
初
め
て
訳
了
と
な
る
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
行
程
を
長
年
に

わ
た
っ
て
継
続
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
高
田
先
生
か
ら
先
生
が
翻
訳
事
業
に
参
加
を
呼
び
か
け
ら
れ
た
時
、
高
田
先
生
ご
自
身
が
こ

の
方
法
に
見
切
り
を
つ
け
て
お
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る）

11
（

。

（
２
）　

先
生
が
『
神
学
大
全
』
の
翻
訳
に
最
初
に
参
加
さ
れ
た
の
は
、
１
９
７
７
年
に
出
版
さ
れ
た
第
13
分
冊
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
残
さ
れ

た
巻
の
翻
訳
分
担
は
す
べ
て
決
ま
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
第
13
分
冊
を
も
っ
て
先
生
は
ご
自
分
の
翻
訳
の
お
仕
事
は
終
了
す
る
と
考
え
て

お
ら
れ
た）

11
（

。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
予
想
は
大
い
に
外
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
終
的
に
先
生
が
翻
訳
を
ご
担
当
さ
れ
た
の
は
、
第
二

－

一
部
の
全
６

分
冊
中
４
分
冊
、
第
二

－

二
部
の
10
分
冊
中
６
分
冊
（
そ
の
う
ち
１
冊
は
片
山
寛
教
授
と
共
訳
）、
第
三
部
の
全
21
分
冊
中
17
分
冊
で
あ
り
、
合
わ

せ
て
27
分
冊
と
な
り
、
全
体
の
（5
分
冊
数
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。
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こ
の
一
大
事
業
の
完
成
に
お
い
て
先
生
が
果
た
さ
れ
た
貢
献
は
、
単
に
ご
担
当
さ
れ
訳
出
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
量
の
膨
大
さ
と
い
う
だ
け
で
尽

く
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
極
め
て
大
き
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
先
生
は
訳
者
を
代
表
し
て
、
創
文
社
と
と
も
に
第

67
回
毎
日
出
版
文
化
賞
を
授
与
さ
れ
た
。

『
神
学
大
全
』
の
翻
訳
が
完
成
に
至
る
ま
で
に
、
少
な
く
と
も
２
つ
の
転
機
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
第
９
分
冊
を
巡
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。『
神
学
大
全
』
第
二
部
冒
頭
に
位
置
し
、
人
間
の
究
極
目
的
（
幸
福
）
に
つ
い
て
の
考
察
を
含
ん
で
い
る
第
９
分
冊
は
、
高
田
先
生
の
門
下
生

で
あ
る
村
上
武
子
修
道
女
が
翻
訳
を
担
当
し
、
高
田
先
生
ご
自
身
も
彫
琢
を
加
え
ら
れ
て
、
長
年
、
作
業
を
進
め
て
こ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
と

こ
ろ
が
、
１
９
９
２
年
に
村
上
修
道
女
は
急
逝
し
、
高
田
先
生
は
そ
の
後
も
訳
稿
を
手
元
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
、
１
９
９
３
年
に
な
っ
て
も
出

版
の
目
途
が
立
た
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
。
出
版
の
停
滞
に
危
機
感
を
抱
い
た
創
文
社
の
久
保
井
社
長
か
ら
、
直
談
判
を
し
て
ほ
し
い
と
の
依

頼
が
先
生
に
行
な
わ
れ
て
、
今
後
の
翻
訳
の
進
め
方
に
つ
い
て
京
都
で
会
議
が
開
か
れ
る
に
こ
と
に
な
っ
た
。
高
田
先
生
と
先
生
、
高
田
門
下
生

の
方
々
４
名
、
久
保
井
社
長
、
編
集
の
小
山
氏
が
集
ま
っ
た
場
で
の
話
し
合
い
の
結
果
、
第
９
分
冊
の
翻
訳
は
出
版
に
向
け
て
大
き
な
進
展
を
み

た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
先
生
は
こ
の
会
議
で
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。
翌
１
９
９
４
年
、
高
田
先
生
は
こ
の
巻
の
出
版
を
見
届
け
る

こ
と
な
く
逝
去
さ
れ
、
さ
ら
に
２
年
か
け
て
１
９
９
６
年
に
第
９
分
冊
は
出
版
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
転
機
は
第
三
部
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
２
０
０
１
年
に
第
二

－

二
部
の
第
23
分
冊
が
刊
行
さ
れ
、
当
時
先
生
が
引
き
受
け

て
お
ら
れ
た
巻
の
翻
訳
は
終
わ
っ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
論
、
秘
跡
論
を
含
む
第
三
部
に
つ
い
て
は
山
田
晶
先
生
が
独
自
の
構
想
で
全
訳
の
計
画
を

立
て
て
お
ら
れ
た
と
い
う
。
山
田
先
生
は
「
読
者
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
詳
細
な
「
註
釈
」
と
も
い
え
る
訳
注
を
付
し
て
訳
出
す
る
計
画
を
た

て
て
お
ら
れ）

11
（

」、
第
三
部
第
12
問
題
ま
で
が
訳
出
さ
れ
刊
行
さ
れ
て
い
た
が
、
第
三
部
全
体
の
完
訳
ま
で
に
は
あ
と
30
年
は
か
か
る
見
通
し
で
あ
っ

た
と
い
う）

11
（

。
そ
こ
で
出
版
社
の
希
望
も
あ
り
、
２
０
０
２
年
に
第
60
問
題
以
降
の
秘
跡
論
に
つ
い
て
は
、
山
田
先
生
か
ら
先
生
へ
と
訳
業
は
バ
ト

ン
タ
ッ
チ
さ
れ
る
に
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
２
０
０
４
年
に
は
山
田
先
生
が
事
故
の
た
め
健
康
を
大
き
く
害
さ
れ
、
第
16
問
題
以
降
の
キ
リ
ス

ト
論
も
先
生
が
担
当
す
る
よ
う
に
と
の
依
頼
を
う
け
る
に
至
っ
て
い
る
。
１
９
７
７
年
に
出
版
さ
れ
た
第
13
分
冊
を
ご
担
当
さ
れ
て
以
来
、
２
０
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１
１
年
秋
に
第
三
部
の
翻
訳
業
を
完
了
さ
れ
る
ま
で
30
数
年
間
、
先
生
は
毎
日
の
日
課
と
し
て
翻
訳
を
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
日
課
が
哲
学
研
究
の

他
の
仕
事
の
妨
げ
に
な
る
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
か
え
っ
て
こ
の
日
課
が
「
生
活
に
秩
序
と
安
ら
ぎ
を
齎
し
て
く
れ
た
こ
と
を
感

謝
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る）

11
（

。

（
３
）　

先
生
が
訳
業
を
完
成
さ
れ
、
最
後
に
刊
行
さ
れ
た
第
39
・
（0
分
冊
の
「
ま
え
が
き
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「『
神
学
大
全
』
の
第
三
部
を
訳
し
て
い
る
間
に
次
第
に
強
ま
っ
て
き
た
の
は
、「
神
学
者
」
ト
マ
ス
の
明
晰
、
冷
静
で
「
非
個
人
的
」
と
ま
で
評

さ
れ
る
学
者
的
な
語
り
方
を
つ
き
ぬ
け
て
、
わ
れ
ら
の
救
い
の
た
め
に
人
と
な
ら
れ
た
神
と
い
う
受
肉
の
神
秘
に
た
い
し
て
何
よ
り
も
自
ら
を
全

面
的
に
開
こ
う
と
す
る
「
キ
リ
ス
ト
信
者
」、
そ
し
て
こ
の
信
仰
の
理
解
が
進
む
に
つ
れ
て
燃
え
あ
が
る
神
へ
の
愛
に
自
ら
を
捧
げ
よ
う
と
す
る

「
修
道
者
」
ト
マ
ス
の
声
が
響
い
て
く
る
よ
う
な
経
験
で
あ
っ
た
。
私
の
拙
い
訳
文
を
通
し
て
読
者
が
こ
の
経
験
を
共
有
し
て
下
さ
る
こ
と
を
心
か

ら
願
っ
て
い
る）

11
（

。」

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
経
験
、
そ
れ
こ
そ
が
、
先
生
が
『
神
学
大
全
』
翻
訳
の
仕
事
か
ら
学
ん
だ
最
大
の
こ
と
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る）

11
（

。
私
は
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
証
言
は
、
こ
れ
か
ら
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
、
ト
マ
ス
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
す
べ
て
の
人
た
ち
に
と
っ

て
こ
の
上
な
い
導
き
に
な
り
、
励
ま
し
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
は
信
仰
の
導
き
の
も
と
に
自
ら
を
探
求
に
捧
げ

た
ト
マ
ス
と
い
う
「
キ
リ
ス
ト
信
者
」
と
、
ト
マ
ス
研
究
に
ご
自
身
の
生
涯
を
さ
さ
げ
ら
れ
た
先
生
と
の
或
る
稀
有
な
出
会
い
が
あ
っ
た
こ
と
が

証
言
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
他
方
で
、
ト
マ
ス
の
仕
事
に
た
い
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
疑
問
あ
る
い
は
批
判
が
く
り
か
え
し
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ

の
代
表
と
し
て
西
田
幾
多
郎
博
士
の
言
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

「
ト
マ
ス
の
思
想
と
い
う
の
は
、
実
に
明
晰
な
、
全
体
が
よ
く
調
っ
た
、
大
き
な
、
美
し
い
体
系
の
よ
う
で
あ
る
。
何
と
な
く
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
画

の
如
く
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
私
は
何
だ
か
心
の
底
か
ら
動
か
さ
れ
る
と
云
う
様
に
思
わ
れ
な
い
。
非
常
な
深
さ
と
か
高
さ
と
か
云
う
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も
の
が
な
い
様
で
あ
る
。
私
は
や
は
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
中
世
第
一
の
偉
大
な
思
想
家
で
あ
る
と
思
う）

11
（

。」

こ
の
よ
う
な
評
価
の
背
景
に
は
、
ト
マ
ス
が
哲
学
的
総
合
に
あ
た
っ
て
宗
教
的
な
も
の
を
犠
牲
に
し
た
と
い
う
懸
念
が
西
田
博
士
に
あ
っ
た
よ

う
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
ト
マ
ス
に
対
す
る
同
様
の
批
判
は
今
日
も
行
わ
れ
て
お
り
、
ト
マ
ス
が
行
な
っ
た
と
さ
れ
る
信
仰
と
理
性
の
総
合
は
、

『
神
学
大
全
』
の
基
本
構
想
に
関
し
て
言
え
ば
、
信
仰
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
へ
の
還
元
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
て

い
る）

11
（

。
さ
ら
に
、
ト
マ
ス
自
身
の
時
代
に
お
い
て
も
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
ト
マ
ス
を
批
判
し
て
、「
ト
マ
ス
が
神
学
に
お
い
て
信
仰
の
解
明
や

理
解
の
た
め
に
哲
学
的
議
論
を
導
入
し
て
い
る
の
は
、
神
の
知
恵
と
い
う
葡
萄
酒
を
哲
学
的
議
論
の
水
へ
と
変
じ
さ
せ
て
し
ま
う
極
悪
の
奇
跡
」

で
あ
る
と
論
じ
て
い
る）

1（
（

。

こ
の
よ
う
な
印
象
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
、『
神
学
大
全
』
を
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
２
６
６
９
個
の
問
い
と
同
じ
数
の
「
解
答
」
の
集
積
と
し

て
読
む
か
ぎ
り
、
お
そ
ら
く
誰
も
が
抱
く
印
象
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る）

11
（

。
だ
が
、『
神
学
大
全
』
を
「
一
冊
の
書
物
と
し
て
著
者
の
意
図
を
汲

み
取
り
な
が
ら
読
む）

11
（

」
と
全
く
別
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
を
印
象
深
く
集
約
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
第
39
・
（0
分
冊
の
「
ま

え
が
き
」
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。

（
４
）　
『
神
学
大
全
』
翻
訳
の
仕
事
か
ら
学
ん
だ
最
大
の
こ
と
で
あ
る
と
先
生
が
明
言
さ
れ
て
い
る
経
験
、
そ
の
経
験
が
証
し
て
い
る
こ
と
は
、
大

方
の
ト
マ
ス
批
判
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
全
く
反
対
に
、『
神
学
大
全
』
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
も
ま
た
、
神
へ
の
愛
に
自
ら
を
捧
げ
つ

く
す
「
キ
リ
ス
ト
信
者
・
修
道
者
ト
マ
ス
」
の
声
を
は
っ
き
り
と
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
経
験
の
共
有
こ
そ
が
先
生
の
願

望
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
経
験
の
共
有
が
可
能
な
の
か
。
そ
れ
は
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
、「『
神
学
大
全
』
の

著
者
で
あ
る
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、「
神
学
者
」
で
あ
る
こ
と
と
「
修
道
者
」
す
な
わ
ち
ひ
た
す
ら
「
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
て
生
き
る
者
」
で
あ
る
こ

と
は
内
面
的
に
結
び
つ
い
て
い
た）

11
（

」。
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
指
摘
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、「
神
学
者
」
で
あ
る
こ
と
と
「
キ
リ
ス

ト
に
従
っ
て
生
き
る
者
」
す
な
わ
ち
「
キ
リ
ス
ト
信
者
」
で
あ
る
こ
と
が
内
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ト
マ
ス
に
お
い
て
信
仰
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と
理
性
が
或
る
注
目
す
べ
き
仕
方
で
内
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ト
マ
ス
の
神
学
的
探
求
の
特
徴
に
つ
い
て
、「
神
学
」
と
「
霊
性
」
が
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
、「
主
知
主
義
」
と
「
神
秘
主
義
」
が
統
合
さ
れ
、

一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ト
マ
ス
の
「
主
知
主
義
」
と
言
わ
れ
る
も
の
、
行
き
過
ぎ
と
も
思
え
る
ほ
ど

の
神
学
的
探
求
の
徹
底
性
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
信
仰
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
に
親
し
く
現
存
す
る
神
へ
の
愛
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
の
「
神
秘
主

義
」
だ
」
と
語
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
と
こ
ろ
で
、「
主
知
主
義
」
と
「
神
秘
主
義
」
と
い
う
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
相
互
に
緊
張
関
係
に
あ
り
、
統
一
は

お
ろ
か
両
立
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
二
つ
の
要
素
が
統
合
さ
れ
、
一
体
と
な
る
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。

こ
の
こ
と
に
か
ん
し
て
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
仮
設
に
過
ぎ
な
い
と
断
わ
っ
た
う
え
で
、
先
生
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。「
ト
マ
ス
は

一
貫
し
て
「
知
解
を
求
め
る
信
仰
」fides quaerens intellectum

と
い
う
神
学
的
探
求
の
本
質
に
忠
実
で
あ
っ
た
、
と
い
う
或
る
意
味
で
は
単
純

極
ま
る
こ
と
が
そ
れ
を
可
能
に
し
た
」
と）

11
（

。
さ
ら
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
、「
信
仰
が
知
解
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
仰
は
あ

く
ま
で
信
仰
で
あ
り
続
け
つ
つ
知
解
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
信
仰
が
自
ら
を
知
識
へ
と
変
容
さ
せ
るse transform

ans

の
で
も
な
け

れ
ば
、
知
識
へ
と
移
行
す
るtransiens

の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
信
仰
は
ま
さ
し
く
自
ら
を
信
仰
と
し
て
完
成
す
る
た
め
に
知
解
を
求
め

る
の
で
あ
っ
て
、
知
解
が
進
む
の
に
応
じ
て
信
仰
が
後
退
し
た
り
、
無
用
に
な
る
の
で
は
な
い
」
と）

11
（

。

信
仰
は
自
ら
を
信
仰
と
し
て
完
成
さ
せ
る
た
め
に
知
解
す
る
こ
と
を
求
め
て
探
求
に
向
か
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
修
道
者
」「
キ
リ
ス
ト

信
者
」
ト
マ
ス
に
と
っ
て
、
彼
の
神
学
的
探
求
の
一
切
は
信
仰
そ
の
も
の
に
発
す
る
内
的
な
促
し
に
も
と
づ
く
営
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
探
求
が
も
た
ら
す
知
解
が
そ
の
信
仰
を
よ
り
一
層
す
ぐ
れ
た
も
の
へ
と
完
成
さ
せ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
信
仰
に
は
不
完
全
な
信
仰fides inform

is
と
完
全
な
信
仰fides form

ata

が
あ
り
、
前
者
は
信
仰
の
形
相
で

あ
る
愛
徳caritas

を
欠
い
て
い
る
信
仰
で
あ
り
、
後
者
は
愛
徳
に
よ
っ
て
形
相
づ
け
ら
れ
完
成
さ
れ
て
い
る
徳
と
し
て
の
信
仰
で
あ
る）

11
（

。
従
っ
て

知
解
に
よ
っ
て
信
仰
が
完
成
さ
れ
る
と
き
、
愛
徳
が
よ
り
大
い
な
る
も
の
と
な
り
、
人
が
精
神
の
愛
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
神
に
近
づ
き
、
神
と
合

一
さ
れ
る
と
解
さ
れ
う
る）

11
（

。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
愛
徳
は
対
神
徳
の
う
ち
で
も
、
最
高
度
に
神
に
達
す
る
が
ゆ
え
に
最
も
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
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と
い
う
の
も
、
自
ら
に
よ
るper se

も
の
の
方
が
、
他
の
も
の
に
よ
るper aliud

も
の
よ
り
も
常
に
よ
り
大
い
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
信
仰
お
よ

び
希
望
が
神
に
達
す
る
の
は
、
神
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
真
理
の
認
識
あ
る
い
は
善
の
獲
得
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

愛
徳
は
神
の
う
ち
に
と
ど
ま
るsistere

よ
う
な
仕
方
で
神
御
自
身
に
達
す
る
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
に
も
と
づ
い
て
、
先
生
は
ト
マ
ス
に
お
け
る
「
神
学
」
と
「
霊
性
」
の
一
体
化
、「
主
知
主
義
」
と
「
神
秘
主
義
」
の
統

合
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
信
仰
が
知
解
を
求
め
る
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
愛
が
よ
り
大
い
な
る
も
の
と
な
り
、
神
と
よ
り
親
し
く
結
び
つ
く
た
め
だ
、
と
い
う
の
が

「
知
解
を
求
め
る
信
仰
」
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
理
解
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ト
マ
ス
の
場
合
、
神
学
的
探
求
の
徹
底
的
な
遂
行
は
、
そ
れ
が

信
仰
を
「
徳
」
と
し
て
完
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ぎ
り
、
彼
の
「
神
秘
主
義
」
な
い
し
「
霊
性
」
と
い
さ
さ
か
も
衝
突
し
た
り
、
そ
れ
を
弱
め

た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
深
め
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る）

1（
（

。」

ト
マ
ス
に
お
い
て
は
信
仰
と
理
性
は
け
っ
し
て
衝
突
し
た
り
、
他
を
排
除
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
真
実
の
と
こ
ろ
は
、
こ
と

が
ら
は
反
対
で
あ
っ
て
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
信
じ
る
こ
と
と
知
る
こ
と
は
、
相
互
を
よ
り
一
層
完
成
さ
せ
合
う
よ
う
な
仕
方
で
統
合
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
先
生
の
言
葉
は
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
５
）　

愛
徳
に
よ
っ
て
形
相
づ
け
ら
れ
た
信
仰
、
徳
と
し
て
完
成
さ
れ
た
信
仰
に
つ
い
て
、
先
生
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
を
述
べ

て
お
ら
れ
る
。

「
こ
の
意
味
で
の
信
仰
は
永
遠
の
生
命
に
近
づ
く
た
め
の
道
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
す
で
に
生
命
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
信

仰
を
「
永
遠
的
生
命
の
端
初
」inchoatio vitae aeternae

と
定
義
す
る
が
、
こ
れ
は
言
葉
の
飾
り
で
は
な
い
。
信
仰
は
世
界
観
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
す
で
に
生
命
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
思
い
き
っ
た
こ
と
が
い
え
る
の
か
。
そ
れ
は
、
信
仰
が
神
の
恵
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
の
直
接
の
結
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
が
恵
みgratia

と
し
て
与
え
る
の
は
神
自
身
で
あ
り
、
そ
の
生
命
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
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た
が
っ
て
、
恵
み
と
し
て
の
信
仰
を
受
け
い
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
神
の
生
命
に
参
与
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
信
仰
は
生
命
な
の
で

あ
る）

11
（

。」
人
間
の
究
極
的
で
主
要
な
善
は
、
神
に
お
い
て
憩
い
・
悦
ぶ
こ
とfruitio D

ei

で
あ
り
、
そ
し
て
人
間
は
こ
の
こ
と
へ
と
愛
徳
に
よ
っ
て
秩
序

づ
け
ら
れ
て
い
る
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
神
の
恵
み
と
し
て
の
信
仰
に
与
り
な
が
ら
、
神
に
お
い
て
憩
い
・
悦
ぶ
こ
と
と
い
う
人
間
の
究
極
目
的
に

向
け
て
、
ト
マ
ス
は
ひ
た
す
ら
探
求
の
道
を
歩
み
続
け
た
と
い
え
よ
う
。『
神
学
大
全
』
に
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
「
修
道
者
」「
キ
リ
ス
ト

信
者
」
ト
マ
ス
の
声
を
聴
き
取
る
こ
と
、
こ
れ
が
私
た
ち
に
先
生
が
願
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
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