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は
じ
め
に

　

本
論
文
は
、
実
存
に
お
い
て
卑
賤
（Ringhed

）
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
キ
リ
ス
ト
者
」
理
解
に
照
明
を
当
て
る
た
め
、
こ
れ
と
、

同
様
に
卑
賤
を
生
き
た
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
の
哲
学
者
た
ち
と
の
比
較
を
試
み
る

も
の
で
あ
る
。

　
「
悲
し
ん
で
い
る
よ
う
で
、
常
に
喜
び
、
物
乞
い
の
よ
う
で
、
多
く
の
人
を

富
ま
せ
、
無
一
物
の
よ
う
で
、
す
べ
て
の
も
の
を
所
有
し
て
い
ま

1

）

）す
」
と
い
う

言
葉
が
聖
書
に
あ
る
。
こ
の
世
に
お
い
て
価
値
あ
る
も
の
を
持
た
な
い
者
が
実

は
豊
か
な
の
だ
と
い
う
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
対
象
で
あ
る
イ
エ
ス
そ

の
人
の
あ
り
方
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
の
中
核
を

な
す
思
想
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
名
声
や
権
力
を
備
え
た
地
位
で
あ
れ
経
済

的
所
有
で
あ
れ
、
社
会
が
価
値
を
置
く
も
の
を
持
た
な
い
卑
し
く
貧
し
い
卑
賤

の
実
存
は
、
実
際
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
人
間
た
ち
に
ど
こ
ま
で
要
求
さ

れ
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
問
い
に
関
す
る
考
え
方
の
ズ
レ
に
よ
っ
て
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
当
時
の
デ
ン
マ
ー
ク
国
教
会
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
キ
リ
ス

ト
者
で
あ
る
こ
と
の
条
件
に
卑
賤
で
あ
る
こ
と
を
数
え
入
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
教
区
に
住
む
ほ
ぼ
す
べ
て
の
人
々
を
キ
リ
ス
ト
者
に
数
え
、「
キ
リ
ス
ト

教
界
」
を
現
実
化
し
た
と
称
す
る

─
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
し
て
み
れ
ば
、
詐
称

す
る

─
国
教
会
を
批
判
す
る
際
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
新
約
聖
書
に
書
か

れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
そ
の
人
と
、
彼
に
付
き
従
い
卑
賤
の
実
存
を
生
き
た

者
た
ち
に
理
想
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ

2

）

）た
。

　

で
は
実
際
、
成
立
期
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
キ

リ
ス
ト
教
史
研
究
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
そ
の
成
立
期
に
多
少

な
り
と
も
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、L. A

. Barth

、

H
.W

. A
ttridge

、F. G. D
ow

ning

、D. K
ruger

ら
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ

て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

3

）

）る
。
と
す
れ
ば
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
理
想
を
見
出

す
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
と
の
間
に
は
、
い
く
つ
か
の
曲
折
を
経

て
い
た
と
し
て
も
、
両
者
を
連
結
す
る
通
路
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
の
関
連
に

つ
い
て
考
察
す
る
研
究
は
、
歴
史
的
研
究
で
あ
れ
哲
学
的
研
究
で
あ
れ
、
こ
れ

ま
で
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ

4

）

）た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
従
来
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

研
究
が
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
を
「
神
の
主
権
（Guds M

ajesæ
t

）」（X
 4 A

 
444, 273

）
を
知
ら
な
い
異
教
と
し
て
批
判
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト

教
主
義
的
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
そ
の
中
で
の
研
究
に
終
始
し
て
き
た

こ
と
を
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
卑
賤
の

キ
リ
ス
ト
の
倣
い
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
の
要
件
と
す
る
「
行
き
過
ぎ
た
」
キ

リ
ス
ト
教
理
解
を
提
示
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
よ
り
も
、
む
し
ろ
前
期
か
ら
中
期

に
か
け
て
の
内
面
性
の
信
仰
に
つ
い
て
論
じ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
、
キ
リ
ス
ト

教
思
想
な
い
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
思
想
家
と

し
て
解
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を

歴
史
的
文
脈
の
う
ち
に
据
え
る
こ
と
を
不
可
欠
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
た
と

え
一
見
す
る
と
こ
ろ
「
異
質
」
な
も
の
と
見
え
た
と
し
て
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

卑
賤
の
実
存

―

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義―

須
藤　

孝
也
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と
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
の
関
連
は
、
こ
れ
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ス
ト
ア
派
と
の
関
連

と
同
様
に
、
明
ら
か
に
さ
れ
考
察
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
仮
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
研
究
、
考
察
の
対

象
を
限
定
し
た
と
し
て
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
つ
い
て
一

顧
だ
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
ま
た
否
定
的
に
し
か
評
価
し
な
か
っ
た
と

い
う
の
も
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
実
際
、
本
論
文
が
そ
の
思
想
の
最
重
要
ワ
ー

ド
の
一
つ
と
し
て
注
目
す
る
卑
賤
に
関
し
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
次
の
よ
う
に

キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
関
連
づ
け
て
理
解
し
て
い
た
。「
必
要
と
す
る
も
の
が
少

な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
ま
さ
に
そ
の
人
間
が
ど
の
程
度
に
完
全
で
あ
る
か
が
明

ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
の
こ
と
に
つ
い
て
し
か
語
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
異
教
徒
が
、
神
は
何
も
必
要
と
し
な
い
の
で
浄
福
で
あ
り
、
賢
者
は
ほ

と
ん
ど
何
も
必
要
と
し
な
い
の
で
神
に
一
番
近
い
、
と
語
っ
た
こ
と
と
同
じ
趣

旨
で
あ
る
」（4, 270

）。
そ
の
他
に
も
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
神
学
批
判
な
ど
、
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
様
々
な
主
題
に
関
し
て
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
言
及
し
て
お
り
、

そ
こ
で
の
比
較
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が

言
及
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
自
己
へ
の
関
わ
り
や
平
等
に
関
す
る
理
解
な

ど
、
両
者
が
接
近
す
る
主
題
は
複
数
存
在
す
る
が
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
卑

賤
の
実
存
と
い
う
主
題
に
絞
っ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
と
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
と

の
比
較
を
試
み
る
。
両
者
に
あ
る
卑
賤
と
い
う
形
式
的
共
通
性
を
指
摘
す
る
に

留
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
キ
リ
ス
ト
者
像
の
輪
郭
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

１　

卑
賤
の
思
想

（
１
）
中
期
ま
で
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
卑
賤
理
解

　

卑
賤
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
後
期
か
ら
晩
年
に
か
け
て
積
極
的
に
語
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
主
題
で
あ
る
が
、
し
か
し
細
か
く
見
る
と
、
実
際
に
は
前
期

の
テ
ク
ス
ト
に
も
す
で
に
卑
賤
や
殉
教
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
後
期
に
至
っ
て
突
然
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
卑
賤
の
実
存
に
目
覚
め
こ
れ
に
固

執
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
正
確
で
は
な

5

）

）い
。
一
八
四
四
年
の
『
不
安

の
概
念
』
に
お
い
て
は
、「
私
の
宗
教
的
実
存
が
私
の
外
面
的
実
存
に
ど
う
関

係
し
、
そ
の
な
か
で
ど
う
現
れ
て
く
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
課

題
な
の
で
あ
る
」（6, 191

）
と
書
か
れ
、
内
面
的
実
存
と
外
面
的
実
存
を
い
か

に
関
係
づ
け
た
ら
よ
い
の
か
、と
い
う
自
身
の
問
題
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
前
期
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
総
括
し
た
四
六
年
の
『
哲
学
的
断
片
へ
の

非
完
結
的
非
学
問
的
後
書
き
』（
以
下
、『
後
書
き
』
と
略
す
）
で
は
、「
悟
性

に
反
し
て
信
じ
る
と
い
う
殉
教
（det M

artyrium
 at troe m

od 
Forstanden

）」（9, 194

）
に
つ
い
て
語
ら
れ
、「
隠
さ
れ
た
内
面
性
は
自
身

の
う
ち
に
殉
教
を
有
し
て
い
る
」（10, 184

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
後
期
に

お
け
る
よ
う
な
、明
確
な
卑
賤
の
要
求
は
い
ま
だ
表
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

前
期
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
う
ち
に
す
で
に
外
面
的
実
存
や
殉
教
と
い
っ
た
、
卑

賤
の
問
題
系
に
関
す
る
思
考
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
『
後
書
き
』
以
降
五
一
年
に
著
作
活
動
を
休
止
す
る
ま
で
の
中
期
に
は
、
卑

賤
に
関
す
る
思
想
は
、
あ
る
輪
郭
な
い
し
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
現
れ
る
よ
う
に

な
る
。
中
期
に
お
い
て
卑
賤
が
主
題
の
一
つ
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
四
八

年
の
『
キ
リ
ス
ト
教
講
話
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
、「
内

面
的
卑
賤
」
と
「
外
面
的
卑
賤
」
を
対
比
し
な
が
ら
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
卑
賤

に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
問
題
に
な
っ
て
い
る
卑
賤
は
外
面
的
卑
賤

で
は
な
く
て
、
内
面
的
卑
賤
で
あ
り
、
身
分
の
高
い
者
が
卑
賤
な
者
と
全
く
同

じ
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
自
分
自
身
の
卑
賤
の
感
情
で
あ
る
か
ら
で

す
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
は
外
面
的
卑
賤
を
語
る
に
は
あ
ま
り
に
精
神
的
な

力
な
の
で
す
」（13, 56

）。
こ
こ
に
言
わ
れ
る「
内
面
的
卑
賤
」と
は
、ま
ず
も
っ

て
、
神
の
前
で
認
識
さ
れ
る
自
分
の
貧
し
さ
や
卑
し
さ
を
意
味
す
る
。
そ
し
て

こ
の
認
識
は
、
キ
リ
ス
ト
が
生
き
た
卑
賤
の
実
存
を
主
体
的
に
志
向
す
る
と
い
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う
よ
り
積
極
的
な
も
の
へ
と
深
化
し
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
卑
賤
の
認
識
は
ま

ず
も
っ
て
内
面
性
の
う
ち
で
立
ち
上
が
る
も
の
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
解
す
る
。

こ
の
理
解
は
、
こ
の
内
面
性
に
お
け
る
卑
賤
へ
の
志
向
が
実
際
の
振
る
舞
い
へ

と
表
出
し
た
外
面
的
卑
賤
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
後
期
や
晩
年
に
至
っ
て
も

変
わ
ら
な
い
。
こ
の
時
期
の
議
論
の
主
眼
は
、
内
面
性
と
外
面
性
を
峻
別
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
こ
の
時
期
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
れ

ら
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
卑
賤
を
内
面
性
の
次
元
で
処
理
し
よ
う
と
し
て

い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

外
面
的
卑
賤
を
信
仰
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

は
、
信
仰
は
外
面
的
な
行
為
で
あ
る
前
に
、
ま
ず
も
っ
て
内
面
性
の
運
動
で
あ

る
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
外
面
的
卑
賤
を
信
仰
と

同
一
視
し
た
途
端
、信
仰
の
内
面
性
の
次
元
は
消
失
し
て
し
ま
う
。キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
、
当
時
の
ル
タ
ー
主
義
思
想
の
内
部
で
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
外
面
性
の
領

域
で
信
仰
を
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
解
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
問
題
を
解

決
す
る
も
の
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
内
面
性
の
信
仰
を
捉
え
て
い

た
。

　

と
は
い
え
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
信
仰
を
内
面
性
の
う
ち
で
の
み
問
題
に
し
て

満
足
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
上
の
『
講
話
』
に
お
い
て
も
、神
を
「
試

み
る
」、
神
を
「
か
ら
か
う
」
と
い
う
危
う
さ
に
言
及
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
た
。「
臆
病
や
不
安
に
よ
っ
て
、
一
切
を
断
念
す
る
こ
と
は
神
を

試
み
る
（friste

）
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
と
恐
れ
て
、
そ
れ
を
敢
え
て

や
ろ
う
と
し
な
い
の
は
、
奴
隷
の
精
神
で
す
。
神
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
恐
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
狡
猾
に
も
従
来
通
り
に
振
る
舞
っ
て
い

る
の
は
、
神
を
か
ら
か
う
（gjøre N

aar

）
こ
と
で
す
」（13, 171

）。
未
だ
外

面
的
実
存
が
い
か
な
る
も
の
に
な
る
の
か
、
明
瞭
な
規
定
は
示
さ
れ
る
に
至
っ

て
い
な
い
が
、
し
か
し
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
内
面
的
実
存
に
お
け
る
変
化
が
、

外
面
的
実
存
へ
と
現
れ
る
通
路
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
に
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

当
然
、
こ
う
し
た
信
仰
論
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
社
会
的
生
活
を
ど
の
よ
う
に

構
想
す
る
の
か
、と
い
う
議
論
と
表
裏
を
な
し
て
い
た
。キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、「
キ

リ
ス
ト
教
界
」
と
い
う
社
会
的
現
実
と
、
こ
の
世
に
対
し
て
異
質
な
キ
リ
ス
ト

教
の
真
理
と
い
う
二
つ
の
も
の
の
す
り
合
わ
せ
に
苦
心
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
時
期
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
解
決
策
は
、
信
仰
の
領
域
を
社
会
生
活
な
い
し
市

民
生
活
か
ら
切
り
離
し
、
別
の
と
こ
ろ
に
据
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
経
済
的
な
所
有
に

つ
い
て
、「
こ
の
世
の
富
を
『
私
の
も
の
』
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
富
め
る
キ
リ
ス

ト
者
に
は
無
縁
な
こ
と
で
す
、
そ
れ
は
神
の
所
有
物
で
す
。
で
す
か
ら
、
富
は

で
き
る
限
り
あ
の
所
有
者
の
願
い
に
従
っ
て
、
お
金
や
そ
の
価
値
に
対
す
る
あ

の
所
有
者
の
無
関
心
さ
を
も
っ
て
管
理
さ
れ
、
し
か
る
べ
き
時
と
場
所
で
は
手

放
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
」（13, 

35

）
と
言
う
こ
と
が
で
き
た
。

（
２
）
後
期
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
卑
賤
理
解

　

こ
う
し
た
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
卑
賤
に
関
す
る
思
想
は
、
後
期
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

　

ま
ず
、
五
一
年
の
『
自
己
吟
味
の
た
め
に
』
で
は
、
卑
賤
を
選
び
取
る
意
志

が
強
調
さ
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
人
々
が
な
す
の
は
、
苦
難
を
経
験
し
た

「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
神
へ
の
信
頼
を
棄
て
な
い
信
仰
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
こ
れ
に
対
置
す
る
。「
キ
リ
ス
ト

教
的
な
細
い
道
が
通
常
の
人
間
的
な
細
い
道
と
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
自
由
意

志
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
キ
リ
ス
ト
は
地
上
的
な
財
貨
を
求
め
た
が
、
貧
困
に

甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
否
、
彼
は
貧

困
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
」（17, 104

）。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、

苦
難
が
身
に
降
り
か
か
る
の
を
避
け
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
苦
難
や
卑
賤
を
消
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極
的
に
受
け
入
れ
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
主
体
的
に
こ
れ
を
選
択
す
る
も
の

だ
と
述
べ
、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
者
に
は
要
求
さ
れ
る
と
し
た
。

　

と
は
い
え
、こ
こ
に
至
っ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、中
期
ま
で
に
継
続
的
に
行
っ

て
い
た
外
面
的
卑
賤
に
対
す
る
吟
味
検
討
な
い
し
批
判
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
卑
賤
の
境
遇
に
身
を
落
と
し
さ
え
す
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
は
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
考
え
な
い
。
前
期
か
ら
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
後
期
の
卑
賤
に
対
す

る
批
判
的
吟
味
は
、
誰
が
真
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
の
か
、
そ
の
判
定
者
は
信

仰
者
自
身
で
は
な
く
、
神
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
。
た
と

え
卑
賤
や
殉
教
を
果
た
し
た
と
し
て
も
、
私
は
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
た
め
に

打
ち
殺
さ
れ
た
の
だ
、
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
考
え
る
こ
と
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
諫

め
る
。
な
ぜ
な
ら
卑
賤
の
実
存
や
殉
教
の
死
を
達
成
し
た
が
ゆ
え
に
自
分
を
キ

リ
ス
ト
者
と
し
て
認
め
る
時
、「
私
は
、
自
分
の
こ
と
を
、
私
は
キ
リ
ス
ト
者

で
あ
る
と
自
分
で
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
こ
そ
が
審
判
者
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
言
い
表
す
こ
と
を
、
す
っ
か
り
忘
れ
て
」（X

 5 B 107, 295

）
し
ま
う
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
も
っ
て
、
後
期
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
、
外
面
的
卑
賤
へ
の
盲
目
的
な
突
進
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
。
後
期
の
卑

賤
論
は
、
こ
う
し
た
留
保
を
重
ね
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
卑
賤

の
実
存
を
達
成
す
べ
し
、
と
い
う
要
求
が
取
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
新

約
聖
書
に
あ
る
、「
あ
な
た
が
た
に
は
、キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
苦
し
む
こ
と
を
も
、
恵
み
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で

6

）

）す
」、「
そ
の
と
き
、
あ
な
た
が
た
は
苦
し
み
を
受
け
、
殺
さ
れ
る
。
ま
た
、
わ

た
し
の
名
の
た
め
に
、
あ
な
た
が
た
は
あ
ら
ゆ
る
民
に
憎
ま
れ
る7

）

）

」
と
い
っ
た

卑
賤
や
殉
教
の
要
求
を
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ま
す
ま
す
ス
ト
レ
ー
ト
に
受
け
と

る
よ
う
に
な
る
。
最
晩
年
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、『
瞬
間
』
に
は
、「
キ
リ
ス
ト
者

と
な
る
こ
と
は
、
人
間
的
に
言
え
ば
（m

enneskelig talt

）、
こ
の
世
で
不
幸

に
な
る
こ
と
で
あ
る
」（19, 204

）
と
書
か
れ
た
。

（
３
）
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
の
卑
賤

　

他
方
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
お
い
て
卑
賤
の
実
存
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
。

　

キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
の
系
譜
は
、
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
卑
賤
の
実
存
を
最
も
端
的
に
生
き
た
人
物
と
し
て
、
こ
こ
で
は
デ
ィ

オ
ゲ
ネ
ス
に
注
目
す
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、「
祖
国
を
奪
わ
れ
、
国
も
な
く
、

家
も
な
い
者
、
日
々
の
糧
を
物
乞
い
し
て
流
離
い
歩
く
人
間
」（D

L 6, 38

）

で
あ
っ
た
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
自
然
に
適
っ
た
自
足
し
た
生
活
を
送
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
が
そ
う
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
、
彼
が
、
故
郷
の
シ
ノ
ペ
を
貨
幣
偽
造
の
嫌
疑
に
か
け
ら
れ
て
追

放
さ
れ
、
遠
く
ア
テ
ネ
ま
で
無
一
文
で
放
浪
の
旅
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
と
も
深
く
関
係
し
て
い

8

）

）る
。
あ
る
人
が
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
に
対
し
追
放

さ
れ
た
過
去
を
非
難
し
た
と
き
、デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、そ
の
人
に
向
か
っ
て
、「
だ

が
、
そ
の
こ
と
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
哀
れ
な
人
よ
、
ぼ
く
は
哲
学
を
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
」（D

L 6, 49

）
と
言
い
返
し
た
と
さ
れ
る
。
快
適
さ
と
は

対
極
に
位
置
す
る
厳
し
い
放
浪
生
活
を
送
る
な
か
で
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
必

要
最
低
限
の
も
の
で
生
き
る
術
を
身
に
つ
け
、
そ
う
す
る
な
か
で
哲
学
す
る
こ

と
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
う
し
た
生
活
こ
そ
が
、
動
物
の
み

な
ら
ず
人
間
に
と
っ
て
も
、
最
も
自
然
に
適
っ
た
生
き
方
で
あ
る
と
考
え
た
。

　

こ
う
し
て
自
然
に
寄
り
添
っ
て
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
に

し
て
み
れ
ば
、
人
間
の
世
界
や
社
会
の
も
の
で
あ
る
ノ
モ
ス
や
、
そ
の
最
た
る

も
の
で
あ
る
貨
幣
は
、
人
間
が
生
き
る
際
に
、
ま
た
徳
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す

る
際
に
、全
く
無
用
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、

「
わ
た
し
は
家
も
な
け
れ
ば
都
市
も
な
く
、
財
産
も
な
け
れ
ば
奴
隷
も
な
い
。
わ

た
し
は
地
上
に
眠
る
、
わ
た
し
は
妻
も
子
も
外
套
も
な
く
、
た
だ
地
と
空
と
そ

れ
か
ら
一
枚
の
襤
褸
服
が
あ
る
だ
け
だ
。
し
か
し
私
に
何
が
欠
け
て
い
る

9

）

）か
」

と
語
っ
た
こ
と
が
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
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ス
に
し
て
み
れ
ば
、徳
を
身
に
つ
け
て
生
き
る
こ
と
だ
け
が
有
意
味
で
あ
り
、「
金

銭
へ
の
愛
は
あ
ら
ゆ
る
禍
の
母
国
」（D

L 6, 50

）
と
見
な
さ
れ
た
。

　

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
裕
福
さ
や
快
適
さ
や
名
声
と
は
縁
遠
く
、
貧
し
く
、
ま

た
人
々
の
多
く
に
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
生
き
た
。
こ
の
意
味
で
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス

も
ま
さ
し
く
卑
賤
の
実
存
を
生
き
た
哲
学
者
、
な
い
し
賢
者
で
あ
っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
者
が
他
者
に
与
え
、

迫
害
さ
れ
、
殉
教
す
る
方
へ
と
向
か
う
の
と
比
べ
る
と
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、

生
存
す
る
こ
と
、
生
き
残
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
る
。
自
ら
豆
や
野
草
を
と
っ

て
食
べ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
人
々
の
施
し
を
受
け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

あ
っ
た
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
施
し
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
理
解
を
し
て
い
た
。「
神
々
は
す
べ
て
の
も
の
を
所
有
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
賢
者
は
神
々
と
親
し
い
者
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
親
し
い
者
の
所
有
は

み
ん
な
に
共
通
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
賢
者
は
す
べ
て
の
も
の
を
所
有
し
て
い

る
」（D

L 6, 37

）。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
所
有
理
解
は
、
近
代
の
そ
れ
と
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
財
は
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
目
に
は
、
神
の
所
有

物
と
映
っ
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
哲
学
の
道
を
生
き
る
自
分
は
、
哲
学
し
な

い
多
く
の
者
た
ち
よ
り
も
、
ず
っ
と
神
の
近
く
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
哲
学
者

で
あ
る
自
分
は
、神
の
所
有
物
を
他
者
た
ち
か
ら
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
何
ら
臆
す
る
こ
と
な
く

人
々
に
施
し
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
彼
〔
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
〕
は
金
に

困
る
と
、友
人
た
ち
に
、貸
し
て
く
れ
と
は
言
わ
な
い
で
、（
返
す
べ
き
も
の
を
）

返
し
て
く
れ
と
言
っ
た
も
の
だ
っ
た
」（D

L 6, 46

）
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

近
代
な
い
し
現
代
と
い
う
「
豊
か
な
時
代
」
に
生
き
て
い
る
我
々
か
ら
す
れ

ば
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
貧
し
く
生
き
る
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
想
像
し
に
く
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
しW

. D
. D

esm
ond

は
、
古
代
社
会
に
お
い
て
は
、

い
ま
だ
貧
し
さ
が
何
ら
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
古
代
哲
学
に
は
貧
し
さ
を
受

け
入
れ
る
伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

10

）

）る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
生
き
方

を
見
る
際
に
、我
々
は
そ
う
し
た
時
代
や
社
会
に
よ
っ
て
多
様
な
所
有
や
贈
与
、

必
要
物
に
関
す
る
認
識
の
ズ
レ
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

実
存
に
要
求
さ
れ
る
も
の

（
１
）
厳
格
な
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
と
緩
や
か
な
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義

　

周
知
の
よ
う
に
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
と
い
う
名
称
は
、
自
然
に
適
っ
た
動
物
の
よ

う
な
生
き
方
を
し
て
い
た
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
が
犬
を
自
称
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ

れ
は
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
同
意
し
な
い
者
た
ち
に
よ
る
蔑
称
で
も
あ
っ
た
が
、

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
や
彼
に
付
き
従
う
者
た
ち
も
ま
た
キ
ュ
ニ
コ
ス
を
自
称
し
た
。

社
会
的
な
規
範
や
社
会
で
通
用
す
る
貨
幣
に
価
値
を
認
め
ず
、
露
骨
に
そ
れ
を

問
題
化
し
て
見
せ
る
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
そ
の
社
会
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
理
解

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
定
数
の
人
々
を
惹
き
つ
け
た
。
し
か
し
デ
ィ

オ
ゲ
ネ
ス
の
言
動
を
好
意
的
に
見
る
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
彼
と
交
際
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
、「
彼
〔
＝
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
〕
は
自
分
の
こ
と
を
、
誰
か
ら

も
賞
讃
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
種
類
の
犬
だ
と
言
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う

な
賞
讃
者
の
誰
ひ
と
り
、
自
分
を
連
れ
て
狩
猟
に
出
か
け
よ
う
と
す
る
者
は
い

な
い
の
だ
と
」（D

L 6, 33

）
と
伝
え
て
い
る
。
後
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ

リ
ス
ト
に
倣
う
こ
と
と
キ
リ
ス
ト
を
賞
讃
す
る
こ
と
の
違
い
を
強
調
し
て
み
せ

た
が
、そ
の
状
況
は
、卑
賤
の
実
存
者
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
以
降
も
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
の
系
譜
は
受
け
継
が
れ
、
少
な

く
と
も
五
世
紀
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
う
ち
に
も
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
者
た

ち
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ

11

）

）る
。
こ
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
か
ら
ロ
ー
マ
期
に
か
け

て
の
数
世
紀
の
間
、
卑
賤
の
実
践
の
度
合
い
を
度
外
視
す
る
な
ら
ば
、
キ
ュ
ニ

コ
ス
主
義
の
系
譜
は
連
綿
と
続
い
た
の
で
あ
る
が
、
私
が
こ
こ
で
注
目
す
る
の
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は
、
こ
の
実
践
の
度
合
い
の
多
様
さ
が
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
関
す
る
理
解
と

評
価
を
大
き
く
左
右
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

上
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、す
で
に
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
生
き
て
い
た
時
代
か
ら
、

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
よ
う
に
は
卑
賤
の
実
存

を
生
き
な
い
人
々
が
複
数
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
後

を
継
い
だ
弟
子
の
ク
ラ
テ
ス
は
、
自
ら
は
卑
賤
の
実
存
を
生
き
た
が
、
必
ず
し

も
こ
う
し
た
卑
賤
の
実
存
を
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
者
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
は
し

な
か
っ
た
。D

. D
aw

son
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ク
ラ
テ
ス
以
降
、
卑
賤
の

実
存
を
生
き
る
厳
格
な
意
味
で
の
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
者
と
は
別
に
、
自
ら
に
可

能
な
範
囲
で
卑
賤
の
実
存
を
生
き
る
緩
や
か
な
意
味
で
の
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
者

が
多
く
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ

12

）

）た
。

　

厳
格
な
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
と
緩
や
か
な
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
の
区
分
は
、
ス
ト

ア
派
や
初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
関
す
る
理
解
や
評
価
に
反

映
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
世
紀
末
か
ら
二
世
紀
初
頭
に
活
躍
し
た
デ
ィ
オ

ン
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
ス
ト
ア
派
の
思
想
家
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
キ
ュ

ニ
コ
ス
主
義
者
た
ち
が
伝
統
を
忽
せ
に
す
る
点
や
不
道
徳
な
面
を
批
判
し
な
が

ら
も
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
に
見
出
さ
れ
る
そ
の
率
直
で
批
判
的
な
語
り
や
徳
の
あ

る
ア
セ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
評
価
し
て
い

13
）

）た
。
ま
た
、
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ

オ
ス
は
、
四
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
で
あ
っ
た
が
、
神
の
愛
に
動
機
づ
け

ら
れ
て
い
な
い
点
に
不
満
を
も
ち
つ
つ
も
、
徳
あ
る
貧
し
さ
を
体
現
し
た
デ
ィ

オ
ゲ
ネ
ス
を
賞
賛
し
、
ま
た
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
よ
う
に
は
生
き
な
い
「
偽
の
」

キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
者
た
ち
を
批
判
し
て
い

14

）

）た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
Ｍ
・
フ
ー

コ
ー
が
「
真
の
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
と
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
好
意
的
判
断
を
伴

わ
な
い
よ
う
な
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
批
判
は
ほ
と
ん
ど
な

15

）

）い
」
と
指
摘
す
る
通
り

で
あ
る
。

（
２
）
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
要
求
す
る
卑
賤
の
実
存

　

キ
リ
ス
ト
者
は
卑
賤
の
キ
リ
ス
ト
に
倣
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
特

殊
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の
要
求
は
、
確
か
に
晩
年
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お

い
て
強
調
さ
れ
る
論
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
理
一
般
に
関
し
て
言
え

ば
、
真
理
を
認
識
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
生
き
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
主
張
は
、
前
期
か
ら
す
で
に
な
さ
れ
て
い

16

）

）た
。
前
期
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思

想
の
総
括
と
し
て
発
表
さ
れ
た
『
後
書
き
』
に
も
、「
実
存
伝
達
に
関
し
て
は
、

そ
の
中
に
実
存
す
る
こ
と
が
到
達
の
最
高
点
で
あ
り
、
こ
れ
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
こ
と
は
、
課
題
を
怠
ろ
う
と
す
る
狡
猾
な
逃
避
で
あ
る
」（10, 69

）
と
述

べ
ら
れ
て
い

17

）

）た
。
前
節
に
お
い
て
、
後
期
に
お
け
る
卑
賤
の
実
存
の
要
求
は
突

発
的
な
も
の
で
は
な
く
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
一
連
の
展
開
の
な
か
で
理
解

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
う
し
た
思
想
の
展
開
を
促

し
て
い
た
の
は
、キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
一
貫
し
た
実
存
へ
の
注
目
で
あ
っ
た
。「
キ

リ
ス
ト
教
的
な
も
の
の
根
本
的
な
混
乱
は
、
私
が
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
た
び
た
び

述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
人
が
こ
れ
を
教
説
に
（Læ

re

）
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

で
あ
る
。（
中
略
）
新
約
聖
書
の
場
合
、問
題
は
逆
だ
。（
中
略
）
重
要
な
の
は
、

も
っ
ぱ
ら
倫
理
的
な
こ
と
だ
」（X

 3 A
 169

）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
段
階

論
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
手
前
の
真
理
と
見
な
さ
れ
る
倫
理
で
さ
え
も
、
決
し

て
キ
リ
ス
ト
教
論
と
無
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
倫
理
は
キ
リ
ス
ト
教
と
連
動

し
て
理
解
さ
れ
る
。
倫
理
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
以
前
」を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

対
人
間
関
係
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
他
者

関
係
に
お
け
る
振
る
舞
い
が
帰
結
す
る
場
合
に
も
、
倫
理
的
と
形
容
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
卑
賤
の
実
存
に
つ
い
て
の
思
考
を
深
め
る
中
で
、キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、

卑
賤
を
要
求
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
実
存
に
お
い
て
一
般
的
な
市
民
生
活
を
送

る
人
々
を
そ
の
ま
ま
キ
リ
ス
ト
者
と
認
め
る
国
教
会
の
ル
タ
ー
主
義
を
離
れ
、

「
中
世
は
、キ
リ
ス
ト
教
を
行
為
、生
活
、実
存
形
成
の
方
向
で
理
解
し
た
」（17, 

212

）
と
言
っ
て
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
再
評
価
す
る
よ
う
に
も
な
っ

18

）

）た
。
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こ
う
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、「
律
法
（Lov

）」
こ
そ
が
、
こ
う
し
た
卑
賤

の
実
存
を
信
仰
者
に
課
す
る
も
の
な
の
だ
と
理
解
す
る
。「
じ
つ
に
キ
リ
ス
ト

は
律
法
を
廃
止
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は
自
ら
律

法
の
成
就
そ
の
も
の
で
あ
る
。
律
法
の
成
就
で
あ
り
、
自
ら
を
模
範

（Forbillede
）
と
し
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
律
法
の
成
就
で
あ
る
と
こ
ろ
の
模

範
で
あ
り
、
我
々
は
こ
れ
に
倣
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（X

 4 A
 366

）。
こ

こ
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
卑
賤
の
キ
リ
ス
ト
は
、
単
に
信
仰
す
る
対
象
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
実
存
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
信
仰
者
に
と
っ
て
の
模
範
で
あ
る
。

律
法
は
卑
賤
の
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
だ
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
目
に
は
、
当
時
の
国
教
会
は
、「〈
そ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
恩
寵
な
の
だ
か

ら
〉
と
い
っ
て
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
省
略
す
る
た
め
に
そ
れ
を
利
用
」（X

 4 A
 

491

）
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
厳
し
い
要
求
を
免
除
す
る
も
の

と
し
て
恩
寵
を
理
解
す
る
国
教
会
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
し
て
み
れ
ば
、
恩
寵

を
そ
の
必
要
性
も
ろ
と
も
廃
棄
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
抗
し
て
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
要
求
、
す
な
わ
ち
倣
い
を
、
そ
の
全
無
限
性

に
お
い
て
提
示
」（X

 5 A
 88, 103

）
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
人
間
が
こ
の
律
法
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
見
込
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。「
要
求
を
も
つ
律
法
は
、
全
員
の

転
落
と
な
る
」（12, 100

）
と
言
わ
れ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の

要
求
の
果
た
し
損
ね
は
、
神
の
恩
寵
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も

の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
て
要
求
を
果
た
し
損
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
々
は
、「
罪
を
知
る
よ
う
に
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
要
求
を
理
解
し
、

こ
れ
の
達
成
に
努
め
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
に
失
敗
す
る
。
こ
う
し
て

得
ら
れ
る
罪
の
自
覚
こ
そ
が
、
恩
寵
が
来
た
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
絶
対
条
件

と
理
解
さ
れ
た
。「
律
法
の
下
で
、
私
の
浄
福
は
律
法
の
要
求
を
満
た
す
と
い

う
条
件
へ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
あ
な
た
の
浄
福
は
、
あ

な
た
が
要
求
を
満
た
す
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
人
間
も

こ
れ
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
際
、
彼
が
真
剣
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

彼
の
絶
望
も
同
じ
瞬
間
に
確
実
な
の
だ
。
そ
し
て
、
彼
が
律
法
を
満
た
そ
う
と

始
め
る
こ
と
さ
え
、
完
全
に
不
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
〈
恩
寵
〉
が

や
っ
て
く
る
」（X

 2 A
 239

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
卑
賤
の
要
求
を
そ
の
恩
寵
論
の
中
に
含
め

て
い
る
点
は
、
私
た
ち
が
彼
の
卑
賤
論
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に
最
も
重
要

で
あ
る
。
次
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
卑
賤
の
実
存
の
達

成
を
義
務
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
律
法
と
し
て
理
解
し
、
こ
れ
を
で
き

う
る
限
り
果
た
そ
う
と
努
め
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。「
私
は
、
キ
リ
ス

ト
者
は
み
な
殉
教
者
な
の
だ
と
か
、
殉
教
者
に
な
ら
な
か
っ
た
者
は
真
の
キ
リ

ス
ト
者
で
は
な
か
っ
た
と
か
、
主
張
し
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
い
や
、
私
が

言
い
た
い
の
は
、 

そ
の
よ
う
な
者
た
ち
は

─
私
は
こ
れ
に
私
自
身
を
も
数
え

て
い
る

─
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
た
め
に
、
最
も
厳
密
な
意
味
で
の
キ

リ
ス
ト
者
よ
り
も
ず
っ
と
安
易
に
す
り
抜
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

遜
っ
て
告
白
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（16, 211

）。
卑
賤
を
志
向
し
て

な
さ
れ
る
奮
闘
は
、
神
の
前
で
、
神
の
も
と
で
な
さ
れ
る
。
卑
賤
の
要
求
が
受

け
と
め
ら
れ
、
こ
れ
を
目
指
し
て
格
闘
し
た
上
で
な
ら
ば
、
こ
の
要
求
を
果
た

し
損
ね
た
キ
リ
ス
ト
者
を
も
ま
た
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
卑
賤
を
要
求
す
る
声
が
聞
こ
え
な
い
「
キ
リ

ス
ト
教
界
」
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
完
全
に
不
在
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
キ
リ

ス
ト
教
的
な
社
会
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
キ
リ
ス
ト
教
を
キ
リ
ス
ト

教
界
へ
再
び
導
入
し
よ
う
」（18, 94

）
と
い
う
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
自
身
に
設

定
し
た
課
題
の
意
味
も
、
こ
こ
で
明
瞭
と
な
る
。

（
３
）
卑
賤
と
い
う
単
純
な
要
求

　

通
常
、
西
洋
哲
学
史
が
教
え
ら
れ
学
ば
れ
る
際
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
多
く

の
頁
が
割
か
れ
る
こ
と
は
ご
く
稀
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
古
代
哲
学
史
の
頁
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は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
い
っ
た
、
反
省
性

の
度
合
い
の
高
い
形
而
上
学
に
費
や
さ
れ
る
。
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
知
的
理
論
の
素
朴
さ

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
上
に
見
た
よ
う
に
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
の
信
条
は
、

自
然
に
適
っ
た
生
き
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
足
を
達
成
す
る
と
い
う
、
強

烈
な
実
践
面
こ
そ
備
え
る
も
の
の
、知
的
に
は
至
っ
て
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
徳
は
実
践
の
な
か
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
言
葉
も
学
問
も
必
要
と
し

な
い
も
の
な
の
で
あ
る
」（D

L 6, 11

）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
非

学
問
的
、
非
認
識
論
的
な
運
動
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
た
知
的
単
純
さ
は
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
と
も
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
三
点
に
絞
っ

て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
あ
る
知
的
単
純
さ
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
点
目
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性
の
証
明
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
上

に
見
た
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性
を
論
証
に
よ
っ

て
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
は
し
な
か
っ
た
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
キ

リ
ス
ト
教
の
真
理
は
絶
対
的
真
理
と
し
て
、
そ
の
他
の
真
理
を
認
め
る
も
の
で

こ
そ
あ
れ
、
そ
の
他
の
真
理
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性
は
、
具
体
的
な
卑
賤
の
実
存

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
証
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
複
雑
で
抽
象
的
な
知
的
操
作
を

積
み
重
ね
た
末
に
到
達
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
点
目
は
、「
キ
リ
ス

ト
者
」
理
解
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
キ
リ
ス
ト
者
と
は
何
か
、
と
い
う

こ
と
を
理
解
す
る
の
に
、
高
度
な
反
省
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
ら
、
キ
リ
ス
ト

者
と
な
り
う
る
者
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
困
難
が
キ
リ
ス
ト
者
に
な
り
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る

と
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
」（10, 75

）
の
で
あ
り
、「
そ
れ
〔
キ
リ
ス
ト
者
で

あ
る
と
い
う
こ
と
〕
に
つ
い
て
は
容
易
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（ibid.

）。
キ
リ
ス
ト
者
は
、
理
解
が
容
易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万

人
に
と
っ
て
の
課
題
と
な
り
う
る
。
第
三
点
目
は
、
卑
賤
の
実
存
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
な
も
の
の
単
純
さ
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
に
到
達
す
る
た

め
に
は
、
知
的
な
優
秀
さ
は
必
要
な
い
。
必
要
な
の
は
、
自
ら
を
高
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
矜
持
で
も
、
自
ら
に
生
得
的
に
備
わ
っ
た
理
性
を
信
頼
す

る
こ
と
で
も
な
く
、
逆
に
、
自
分
の
能
力
や
価
値
を
低
く
見
積
も
る
こ
と
、
い

わ
ば
身
を
低
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
理
想
も
、
そ
れ

に
従
っ
て
生
き
る
の
に
必
要
な
も
の
も
、
そ
の
真
理
性
も
、
理
解
す
る
の
に
は

高
い
反
省
性
は
不
要
で
あ
る
と
し
た
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

の
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
た
。

３　

卑
賤
の
社
会
的
意
味

（
１
）
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
と
ポ
リ
ス

　

キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
、
卑
賤
の
実
存
が
、
社
会
に

背
を
向
け
な
が
ら
な
さ
れ
る
単
に
「
個
人
的
」
な
試
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社

会
行
為
と
し
て
企
て
ら
れ
て
い
た
点
を
見
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
実
践
に
彼
ら

が
込
め
た
意
味
を
十
分
に
汲
み
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義

が
、
厳
格
な
そ
れ
と
緩
や
か
な
そ
れ
に
大
別
で
き
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
が
、

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、自
ら
の
行
為
を
、合
唱
を
指
導
す
る
人
に
喩
え
な
が
ら
、「
他

の
団
員
た
ち
が
正
し
い
音
程
で
歌
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
主
音
を
（
本
来

の
音
程
よ
り
も
）
少
し
高
く
し
て
や
る
」（D

L 6, 35

）
と
語
っ
て
い
た
こ
と

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
緩
や
か
に
し
か
自
ら
が
示
す
真
理
を
体
現

で
き
な
い
人
々
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
を
見
込
ん
で
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
徹
底

し
て
卑
賤
の
生
活
を
体
現
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
の
実
践
が
果
た
す
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
、

フ
ー
コ
ー
は
、
一
九
八
二
年
度
の
講
義
『
自
己
と
他
者
の
統
治
』
の
な
か
で
、
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次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
パ
レ
ー
シ
ア
は
そ
の
生
の

あ
り
方
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
権
力
に
対
す
る
侮

辱
や
非
難
の
言
説
の
う
ち
に
現
れ
る
の
で
す
。（
中
略
）
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
の
こ

う
し
た
実
例
の
う
ち
に
は
、
外
在
性
や
、
挑
戦
や
嘲
弄
と
い
っ
た
か
た
ち
で
な

さ
れ
る
、
哲
学
的
な
真
実
の
語
り
（dire-vrai

）
の
〔
政
治
的
〕
実
践
へ
の
関

係
が
見
ら
れ
る
の
で

19

）

）す
」。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
が
単
に
真
理
を
「
語
る
」
者
で
あ
っ

た
だ
け
で
は
な
く
、
身
を
持
っ
て
真
理
を
実
践
し
て
社
会
に
対
し
て
こ
れ
を
示

す
者
で
も
あ
っ
た
点
に
フ
ー
コ
ー
は
注
目
す
る
。
フ
ー
コ
ー
は
キ
ュ
ニ
コ
ス
主

義
を
、「
政
治
的
行
為
に
つ
い
て
の
真
実
を
語
る
こ
と
は
な
い
」
も
の
の
、「
政

治
と
い
う
営
み
と
の
関
連
に
お
い
て
、
政
治
的
な
人
物
と
の
関
連
に
お
い
て
真

実
を
語
る
」
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
ま
た
、
フ
ー
コ
ー
が

広
義
に
解
釈
す
る
と
こ
ろ
の
「
哲
学
者
」
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
フ
ー
コ
ー
に
よ

れ
ば
、
あ
る
べ
き
政
治
を
明
ら
か
に
し
て
み
せ
る
と
こ
ろ
に
哲
学
者
の
本
来
の

役
割
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
非
常
識
的
」
な
振
る
舞
い
を
通
し
て
で

あ
れ
、
実
践
な
い
し
実
存
と
結
び
合
わ
さ
れ
た
パ
レ
ー
シ
ア
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
政
治
的
、
社
会
的
に
機
能
す
る
と
こ
ろ
に
哲
学
者
の
役
割
が
あ
る
。
こ

の
意
味
で
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
そ
の
社
会
的
役
割
を
果
た
し
た
「
哲
学
者
」
と

見
な
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
見
方
は
、
翌
年
の
講
義
『
真
理
の
勇
気
』
の
研
究
と
連
続
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、「
真
理
の
証
人
」と
し
て
の
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
理
解
が
示
さ
れ
た
。

「『
真
理
の
証
人
』
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
た
真
理
の
殉
教
者
。
そ
の
証
人
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
証
言
、
そ
れ
は
、
語
の
最
も
具
体
的
で
最
も
物
質
的
な
意
味

で
の
一
つ
の
生
存
（existence

）
な
い
し
一
つ
の
生
の
形
式
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
、
表
明
さ
れ
、
そ
の
真
正
さ
が
示
さ
れ
る
証
言
で
す
。（
中
略
）
キ
ュ
ニ

コ
ス
主
義
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
真
理
の
無
媒
介
で
輝
か
し
い
野

生
の
現
前
と
し
て
の
生
で
あ
り
、
生
の
規
律
、
生
の
修
練
、
生
の
簡
素
化
と
し

て
の
真
理
で
あ
り
、真
理
本
位
の
生
と
し
て
の
真
の
生
な
の
で

20

）

）す
」。こ
こ
に
は
、

真
理
を
証
す
の
は
実
存
で
あ
る
と
い
う
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
議
論
と
も
重
な
る

主
題
が
見
出
さ
れ
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
卑
賤
の
実
存
が
社
会
的
に
一
定
の

人
々
の
目
を
引
き
続
け
、
そ
う
し
た
振
る
舞
い
が
ス
ト
ア
派
や
初
期
キ
リ
ス
ト

教
の
源
流
の
一
つ
と
な
っ
た
点
は
、
決
し
て
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
２
）
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
デ
ン
マ
ー
ク
社
会

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
最
晩
年
に
教
会
を
批
判
し
た
際
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

用
い
た
の
も
「
真
理
の
証
人
（Sandhedsvidne

）」
で
あ
っ
た
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
、
祖
国
紙
に
「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
監
督
は
《
真
理
の
証
人
》、《
真
理
の
真
の

証
人
の
一
人
で
あ
っ
た
》
と
い
う
こ
と
は
真
理
か
」
を
発
表
す
る
こ
と
で
教
会

を
批
判
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ

れ
ば
、「『
真
理
の
証
人
』
に
つ
い
て
は
、
彼
が
言
っ
た
こ
と
に
関
す
る
人
格
的

な
実
存
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（IX

 B 64, 378

）。
実
存
で
真
理

を
体
現
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
た
と
え
教
会
の
最
高
位
に
就
く
者
で
あ
っ
て

も
、
真
理
の
論
証
を
完
璧
に
し
て
み
せ
た
と
し
て
も
、
真
理
の
証
人
と
は
認
め

ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
主
張
で
あ
っ
た
。

　
「
最
も
不
幸
な
人
と
、
文
字
通
り
一
つ
の
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
（
そ
し
て

こ
れ
が
、
た
だ
こ
れ
だ
け
が
神
的
同
情
で
あ
る
）」（16, 66

）
は
、
単
に
単
独

者
と
神
と
間
の
関
係
で
は
な
く
、
他
者
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で

社
会
行
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
卑
賤
の
実
存
は
、
他
者
か
ら
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に

も
遭
う
と
い
う
意
味
で
も
社
会
行
為
で
あ
る
。
上
に
述
べ
た
賞
讃
者
と
実
践
者

の
違
い
に
つ
い
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、「
現
実
の
な
か
で
、
つ
ま
り
行
為
に

お
い
て
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
は
人
間
た
ち
を
あ
お
っ
て

あ
な
た
に
敵
対
さ
せ
る
」（17, 149

）
と
考
え
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
を
讃
え
る

こ
と
と
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
こ
と
の
間
に
は
、
明
確
な
分
断
線
が
あ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
境
界
線
の
ど
ち
ら
に
自
身
を
置
こ
う
と
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ

し
て
こ
の
選
択
に
は
、
キ
リ
ス
ト
を
讃
え
な
が
ら
も
キ
リ
ス
ト
の
倣
い
の
要
求
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を
受
け
取
ら
な
い
人
間
と
の
関
わ
り
、
実
際
に
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
人
間
を
見
る

と
、
こ
れ
を
非
難
し
迫
害
す
る
人
間
と
の
関
わ
り
、
と
い
う
社
会
的
次
元
も
付

随
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
節
（
２
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
卑

賤
の
実
存
を
自
由
意
志
に
よ
っ
て
選
び
取
る
べ
き
も
の
と
解
し
て
い
た
が
、
こ

れ
は
、
卑
賤
の
実
存
が
「
大
衆
」
に
対
す
る
否
定
を
身
を
も
っ
て
示
す
も
の
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
卑
賤
と
殉
教
を
結
び
つ
け
る
の
は
、

キ
リ
ス
ト
の
愛
に
導
か
れ
こ
れ
に
倣
う
卑
賤
の
実
存
が
、
こ
れ
を
理
解
し
な
い

大
衆
に
よ
っ
て
憎
ま
れ
、
殺
さ
れ
る
に
至
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ

21

）

）た
。

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
概
念
」（19, 139

）

と
し
て
理
解
し
て
い
た
。「
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
世
の
王
国
で
は
な
い
」（X

I 2 
A

 80

）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
常
に
そ
れ
が
働
く
場
で
あ
る
と
こ
ろ

の
社
会
内
に
お
い
て
、
異
質
な
も
の
、
批
判
的
な
も
の
で
あ
り
続
け
る
と
考
え

ら
れ
た
。
こ
の
た
め
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
本
人
も
ま
た
、
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
存
在
で

あ
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
卑
賤
論
は
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
機
能
す
る

の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、「
他
の
人
間
を
怒
ら
せ
る
こ
と
が
一
度
も
な

い
の
は
だ
め
な
人
間
だ
、
と
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
言
っ
た
だ
ろ
う
」（V

III 1 A
 

197

）
と
記
し
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
を
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
人
物
と
し
て
理
解
し
て
い

た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

　

そ
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
規
範
や
権
力
や
金
銭
を
目
印
に
し
て

編
み
上
げ
ら
れ
る
社
会
生
活
に
対
し
て
、最
も
ポ
レ
ミ
カ
ル
で
あ
り
え
た
の
が
、

卑
賤
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
は
、
卑
賤
の
人
々
に
寄
り
添
い
、
こ

れ
を
救
っ
た
。「
キ
リ
ス
ト
教
を
も
て
あ
そ
ぶ
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
次
の
よ

う
に
し
て
知
ら
れ
る
。
実
生
活
、
現
実
世
界
で
は
何
も
か
も
を
そ
の
ま
ま
に
し

て
お
き
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
者
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
分
裂
さ
せ
る
こ
と
か
ら
分

か
る
。
神
が
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
な
そ
う
と
し
た
の
は
、
世
界
の
変
革
、
し

か
も
現
実
的
な
、
実
際
の
世
界
の
変
革
だ
っ
た
の
だ
」（X

I 2 A
 102

）。
神
へ

の
関
わ
り
は
、
大
衆
で
は
な
く
単
独
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
は
ま
ず

も
っ
て
外
面
性
で
は
な
く
内
面
性
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
実
際
の
他
者
関

係
の
う
ち
で
現
れ
、
社
会
全
体
に
変
化
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

４　

結
び

　

最
後
に
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
あ
る
卑
賤
の
実
存
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
明
ら
か
と
な
る
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
卑
賤
理
解
を
特
徴
づ
け
、
そ
の
意
義
に

つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
、
本
論
文
を
結
び
た
い
。

　

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、「
人
は
無
用
な
労
苦
で
は
な
し
に
、
自
然
に
か
な
っ
た

労
苦
を
選
ん
で
、
幸
福
に
生
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
り
、
不
幸
な
生
を
送
る

の
は
愚
か
さ
の
せ
い
な
の
で
あ
る
」（D

L 6, 71

）
と
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
は
、
自
然
を
措
定
し
た
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
神
の

存
在
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
み
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
を
無
神
論
者
と

見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
ろ
、
や
は
り
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
に
と
っ
て
、
彼

岸
的
な
も
の
や
超
越
的
な
も
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
に
お
け
る
ほ
ど
の
プ

レ
ゼ
ン
ス
を
有
し
て
は
い
な

22

）

）い
。
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
者
に
よ
っ
て
は
、幸
福
は
、

超
越
的
存
在
者
へ
の
参
照
な
し
に
、
直
接
に
こ
の
世
に
お
い
て
実
現
し
う
る
も

の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
と
比
べ
る
と
、
同
じ
く
卑
賤
の
実
存
に
価
値
を
見
出

し
こ
そ
す
れ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
、「
こ
の
世
」
に
絶
望
し
神
の
も
と

に
幸
福
を
見
出
し
な
が
ら
こ
の
世
界
で
生
き
る
と
い
う
、
曲
折
を
経
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
る
。「
神
は
人
間
と
し
て
卑
賤
の
下
僕
の
姿
を
と
る
、

神
は
何
人
も
自
分
を
の
け
者
と
思
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
ま
た
人
を
神
に
近

づ
け
る
も
の
が
、
人
間
的
な
名
声
や
人
間
間
の
名
声
だ
な
ど
と
考
え
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
、
卑
賤
の
人
間
で
あ
る
こ
と
が
な
ん
で
あ
る
か
を
示
し
て
お
ら
れ

る
」（15, 176
）
と
い
っ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が

平
等
で
あ
る
よ
う
な
世
界
に
つ
い
て
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
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同
時
に
低
音
に
は
、
そ
う
し
た
世
界
が
「
こ
の
世
」
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
日

が
到
来
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
絶
望
も
聞
こ
え
る
。

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
は
、
そ
う
し
た
理
想
が
実
際
の
社
会
的
現
実
に
お
い
て
い

か
に
し
て
達
成
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
し
ば

し
ば
批
判
さ
れ
て
き

23

）

）た
。
し
か
し
こ
う
し
た
否
定
的
な
評
価
が
有
効
な
の
は
、

思
想
は
政
治
学
と
し
て
も
利
用
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前

提
が
承
認
さ
れ
る
限
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
前
提
は
、
社
会

改
革
を
具
体
的
に
達
成
し
て
い
こ
う
と
す
る
近
代
的
な
思
想
に
は
よ
く
当
て
は

ま
る
も
の
の
、
別
の
仕
方
で
機
能
す
る
思
想
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
を
捉
え

損
ね
る
。
フ
ー
コ
ー
が
政
治
学
と
哲
学
の
役
割
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ポ
レ
ミ
カ
ル
に
真
理
を
語
り
体
現
す
る
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
を
肯
定
的
に
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
実
存
は
、
常
に
社

会
に
自
己
反
省
を
促
す
よ
う
に
し
て
、
間
接
的
に
社
会
的
役
割
を
果
た
す
の
で

あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
卑
賤
の
キ
リ
ス
ト
者
も
ま
た
、

ポ
レ
ミ
カ
ル
に
示
さ
れ
る
社
会
批
判
に
よ
っ
て
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
と
同
様
の

社
会
的
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

24

）

）る
。

　

し
か
し
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
そ
の
宗
教
的
な
彼
岸
へ
の
志

向
性
に
よ
っ
て
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
主
義
よ
り
も
さ
ら
に
潜
勢
的
な
仕
方
で
社
会
的

役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
思
想
が
、
い
わ
ば
社
会
の
構
成
員
が

な
る
べ
く
傷
を
負
わ
な
い
よ
う
社
会
を
改
善
し
、
ま
た
負
っ
た
傷
を
治
療
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

キ
リ
ス
ト
者
は
、
卑
賤
の
キ
リ
ス
ト
を
介
し
て
負
っ
た
傷
を
神
に
認
め
て
も
ら

い
な
が
ら
、
自
身
も
ま
た
卑
賤
へ
と
身
を
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
厳
し
い
境

遇
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
他
者
た
ち
の
傷
に
寄
り
添
う
。
そ
の
行
為
は
、
傷
を
治

療
し
こ
れ
を
消
し
去
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
痛
み
の
感
じ
方
を
大
き
く
変

化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
に
頼
ら
ず
に
様
々
な
社
会
問
題
を
「
具
体
的
に
」

解
決
し
て
い
く
近
代
期
の
な
か
で
、
私
た
ち
は
、
人
間
が
治
癒
し
え
な
い
傷
も

負
う
こ
と
、
治
癒
し
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
傷
は
決
し
て
な
か
っ
た
こ
と

に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た

「
世
俗
化
」
の
う
ね
り
の
な
か
で
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
果
た

し
う
る
役
割
を
、
ポ
ス
ト
啓
蒙
の
十
九
世
紀
に
、
今
一
度
練
り
上
げ
直
そ
う
と

し
た
思
想
家
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。現
代
に
お
い
て
も
な
お
、

宗
教
と
哲
学
な
い
し
政
治
学
と
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
、
私
た
ち
が
さ
ら
に
思

考
を
深
め
る
べ
き
何
ら
か
の
問
題
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
卑
賤

の
実
存
を
志
向
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
者
を
、
な
お
一
つ
の
参
照
点

と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

略
号

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
、
著
作
集Søren K

ierkegaards Sam
lede Væ

rker, udg. 

af A
. B

. D
rachm

ann, J. L. H
eiberg og H

. O
. Lange, B

d.1-20 

（K
øbenhavn, 

Gyldendal, 1962-1964

）
及
び
日
誌
・
遺
稿
集Søren K

ierkegaards Papier, udg. af P. A
. 

H
eiberg, V

. K
uhr og E

. T
orsting, 2. udg. af N

iels T
hulstrup, B

d. 1-16

（K
øbenhavn, Gyldendal, 1968-78

）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
慣
例
に
従
っ
て
、
巻
数
と

頁
数
を
（
日
誌
に
つ
い
て
は
整
理
番
号
を
）
示
し
た
。

　

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
か
ら
の
引
用
は
、『
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
者
列
伝
』、
加
来

彰
俊
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
略
号D

L

と
と
も
に
、
慣
例
に

従
っ
て
、
底
本H

. S. Long, D
iogenis Laertii Vitae Philosophorum

, 2vols., O
xford, 

1964

の
巻
数
と
節
番
号
を
示
し
た
。

注（
１ 
）
以
下
、
聖
書
か
ら
の
引
用
は
、
新
共
同
訳
、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
九
一
年
に
よ
る
。

二
コ
リ 
六
：
一
〇
。

（
２ 

）cf. Gregor M
alanstchuk &

 N
iels H

ansen Søe, Søren K
ierkegaards K

am
p 

m
od K

irken, K
øbenhavn: M

unksgaard, 1956, s. 29.
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