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内
村
鑑
三
に
お
け
る
預
言
者
研
究
の
特
色
と
そ
の
思
想
史
的
意
義 

　
　

ロ
バ
ー
ト
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
の
議
論
を
て
が
か
り
に　
　

 　

柴
田　

真
希
都　

 

１　
「
預
言
者
的
個
人
主
義
」（prophetic individualism

）

　

か
つ
て
︑
著
名
な
日
本
研
究
者
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
︵
一
九
二
七
︱
二
〇
一
三
︶
は
︑
日
本
の
近
代
化
に
つ
い
て
論
じ

た
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
︑
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
近
代
化
論
を
総
括
し
︑
近
代
社
会
を
唯
一
独
自
に
達
成
し
た
西
欧
の
文
化
圏
に
あ
っ
て
他

の
そ
れ
に
な
い
も
の
︑
そ
れ
は
預
言
者
的
神
観
︵the prophetic idea of G

od

︶
で
あ
る
と
論
じ
た︵

1
︶︒
こ
の
伝
統
に
お
い
て
は
︑
神

と
人
間
の
連
続
性
︵divine-hum

an continuity

︶
は
断
絶
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
そ
れ
ゆ
え
特
定
の
社
会
体
系
を
神
聖
だ
と
考
え
る
傾

︵
1
︶ 

ベ
ラ
ー
︑
ロ
バ
ー
ト
・
Ｎ
︵
著
︶︑
大
塚
信
一
・
大
和
田
康
之
︵
訳
︶﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
価
値
意
識
と
社
会
変
革
﹂
武
田
清
子
︵
編
︶﹃
比
較

近
代
化
論
﹄︵
未
来
社
︑
一
九
七
〇
年
︶
一
〇
四
頁
︒
な
お
︑
こ
の
日
本
語
訳
テ
キ
ス
ト
の
原
典
は
以
下
の
通
り
︒Bellah, Robert N

., “Values 
and Social C

hanges in M
odern Japan ”, A

sian Cultural Studies, 3, International C
hristian U

niversity, Tokyo, 1963, pp. 13-56. 
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向
は
決
定
的
に
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
︒
ベ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
伝
統
が
︑
そ
の
文
化
の
政
治
思
想
に
も
た
ら
す
も
の
に
注
目
し

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
こ
と
が
歴
史
的
発
展
に
関
し
て
な
す
こ
と
と
い
え
ば
︑
政
治
的
忠
誠
を
条
件
つ
き
の
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
い
か

な
る
社
会
的
と
り
き
め
も
究
極
的
な
正
統
性
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
究
極
的
に
は
忠
誠
は
神
に
対
し
て
の
み
存
在

す
る
の
で
あ
る
か
ら
︒
こ
れ
は
︑
預
言
者
的
個
人
主
義
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
︑
新
し
い
性
格
を
持
っ
た
個
人
主
義
の
可
能
性
を
創
り

出
す
︒
そ
こ
で
は
預
言
者
は
︑
神
と
直
接
関
係
し
て
お
り
︑
社
会
や
国
王
や
ど
ん
な
力
の
集
り
に
も
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
し

て
神
託
と
信
ず
る
も
の
を
宣
言
す
る
︒
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
︑
こ
の
倫
理
的
預
言
者
と
い
う
形
の
預
言
者
は
︑
イ
ン
ド
教
︑
仏
教
︑
あ
る

い
は
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
的
伝
統
に
お
い
て
は
︑
存
在
し
な
い
と
論
じ
た
︒
預
言
者
的
神
観
が
存
在
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
︑
こ
の

意
味
に
お
け
る
預
言
者
は
あ
り
得
な
い
︒
倫
理
的
預
言
者
の
権
威
を
基
盤
と
し
て
︑
種
々
の
新
し
い
特
質
を
も
っ
た
社
会
体
系
が
生

じ
た
︒︵

2
︶

　

本
稿
で
論
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
述
べ
れ
ば
︑
内
村
鑑
三
︵
一
八
六
一
︱
一
九
三
〇
︶
は
こ
こ
で
ベ
ラ
ー
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
を

引
き
合
い
に
出
し
て
把
握
す
る
﹁
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
的
伝
統
﹂
の
只
中
で
発
言
し
︑
批
評
的
活
動
を
展
開
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
か
ら
検
討
し
て
い
く
よ
う
に
︑
内
村
は
﹁
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
的
伝
統
に
お
い
て
は
︑
存
在
し
な
い
﹂
と
言
わ

れ
る
﹁
預
言
者
的
神
観
﹂
を
重
ん
じ
た
︑
当
時
の
日
本
に
あ
っ
て
は
稀
有
な
知
識
人
の
一
人
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
ベ
ラ
ー
は
︑﹁
預
言
者
的
個
人
主
義
﹂
の
近
代
社
会
成
立
へ
の
意
義
を
説
明
し
た
同
じ
テ
キ
ス
ト
の
中
で
︑
明
治
期
日
本
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の
思
想
史
を
概
観
し
︑
そ
の
末
尾
に
お
い
て
︑
内
村
鑑
三
を
次
の
よ
う
な
文
脈
に
て
高
く
評
価
し
て
い
る
︒

個
人
的
観
点
か
ら
す
る
と
︑
近
代
化
の
本
質
は
勇
気
だ
と
思
う
︒
大
衆
の
示
威
行
動
で
政
府
に
対
抗
す
る
勇
気
も
重
要
で
あ
る
︒
し

か
し
よ
り
重
要
で
も
っ
と
も
困
難
な
こ
と
は
︑
必
要
と
あ
ら
ば
ま
っ
た
く
孤
独
で
一
人
立
つ
勇
気
で
あ
る
と
思
う
︒
こ
の
意
味
に
お

い
て
︑
内
村
鑑
三
は
︑
神
学
的
・
政
治
的
基
盤
の
両
方
に
お
い
て
私
と
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
必
要
と
さ
れ
る
も
の
の
真
の
象

徴
で
あ
る
︒
こ
の
種
の
勇
気
は
︑
つ
ね
に
超
越
的
準
拠
点
を
も
つ
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
家
永
が
否
定
の
論
理
と
呼
ぶ
も
の︵

3
︶

を
通
し
て
の
み
自
己
肯
定
を
な
し
得
る
の
で
あ
っ
て
︑
何
ら
か
の
グ
ル
ー
プ
︑
あ
る
い
は
︑
体
制
に
究
極
的
正
統
性
を
与
え
る
故
で

は
な
い
の
で
あ
る
︒︵

4
︶

　

ベ
ラ
ー
に
よ
る
内
村
評
価
の
特
色
は
︑
彼
に
近
代
化
を
推
し
進
め
る
と
こ
ろ
の
﹁
一
人
立
つ
勇
気
﹂︵the courage to stand utterly 

alone

︶
を
見
い
だ
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
ベ
ラ
ー
は
内
村
と
自
分
と
の
間
に
は
宗
教
的
に
も
︑
政
治
的
に
も
そ
の
信
条
︵﹁
基
盤
﹂︶
に

違
い
は
あ
る
と
し
た
上
で
︑
内
村
の
公
的
発
言
へ
の
姿
勢
︑
と
く
に
そ
の
多
数
者
や
権
力
者
へ
の
毅
然
と
し
た
抵
抗
の
姿
勢
に
お
い
て
︑

︵
2
︶ 

ベ
ラ
ー
︑
前
掲
︑
一
〇
四
︱
五
頁
︒
な
お
引
用
文
中
の
訳
語
﹁
予
言
﹂
は
全
て
﹁
預
言
﹂
と
変
更
し
た
︒

︵
3
︶ 

家
永
三
郎
﹃
日
本
思
想
史
に
お
け
る
否
定
の
論
理
の
発
達
﹄︵
弘
文
堂
︑
一
九
四
〇
年
︶
に
お
け
る
議
論
を
指
す
︒
こ
の
﹁
否
定
﹂
は
︑
聖
徳
太

子
の
﹁
世
間
虚
仮
︒
唯
仏
是
真
﹂
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
き
超
越
原
理
で
あ
り
︑
現
世
的
な
も
の
の
﹁
絶
対
的
否
定
﹂
ゆ
え
に
﹁
弁
証
法
的
性
質
が

あ
る
﹂
と
さ
れ
る
︒
ベ
ラ
ー
︑
前
掲
︑
一
二
九
頁
︒

︵
4
︶ 

ベ
ラ
ー
︑
前
掲
︑
一
六
二
︱
三
頁
︒
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近
代
化
を
推
し
進
め
る
の
に
不
可
欠
な
︑
強
靭
な
個
人
の
市
民
的
精
神
の
発
露
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
︒

　

ベ
ラ
ー
は
ま
た
こ
こ
で
︑
内
村
が
﹁
超
越
的
準
拠
点
を
も
つ
﹂
こ
と
︑
そ
れ
に
よ
り
﹁
否
定
の
論
理
と
呼
ぶ
も
の
を
通
し
て
の
み
自
己

肯
定
を
な
し
得
る
﹂
と
い
っ
た
有
様
を
見
せ
た
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
︒
内
村
に
お
い
て
︑
こ
の
﹁
否
定
の
論
理
﹂︵the logic of 

negation

︶
と
は
︑
究
極
的
に
は
人
類
の
罪
を
個
々
人
の
罪
︑
自
己
の
問
題
と
し
て
絶
対
的
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
︑
そ
こ

か
ら
の
悔
改
を
も
っ
て
新
生
の
人
格
的
自
由
を
手
に
し
て
い
く
︑
と
い
うC

onversion

の
出
来
事
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

　

こ
こ
に
で
て
く
る
﹁
何
ら
か
の
グ
ル
ー
プ
︑
あ
る
い
は
︑
体
制
に
究
極
的
正
当
性
を
与
え
る
﹂
と
は
︑
内
村
当
時
の
時
代
背
景
に
お
い

て
は
天
皇
制
国
家
体
制
と
そ
の
信
奉
者
集
団
を
指
し
た
で
あ
ろ
う
し
︑
そ
れ
と
鋭
角
的
に
対
峙
し
た
と
こ
ろ
の
社
会
主
義
︑
あ
る
い
は
無

政
府
主
義
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒
広
義
に
と
れ
ば
︑
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
目
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
っ
て

も
よ
い
だ
ろ
う
︒
内
村
は
そ
う
し
た
政
治
的
な
る
も
の
へ
の
恭
順
に
は
終
始
警
戒
的
で
あ
っ
た
し
︑
時
に
積
極
的
に
反
政
治
的
立
場
の
提

唱
を
行
っ
た
く
ら
い
だ
か
ら︵

5
︶︑
こ
の
ベ
ラ
ー
の
内
村
理
解
は
概
ね
妥
当
だ
と
見
て
よ
い
︒

　

以
上
の
よ
う
な
内
村
評
価
は
︑
ベ
ラ
ー
が
同
論
文
に
お
い
て
検
討
し
て
い
た
﹁
預
言
者
的
個
人
主
義
﹂
の
人
格
類
型
と
︑
内
村
の
も
つ

諸
性
質
に
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
預
言
者
と
は
古
代
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
お
い
て
︑
あ
く
ま
で
単
独
者
に
委
ね

ら
れ
た
神
聖
な
る
権
威
に
よ
っ
て
︑
普
遍
道
徳
的
価
値
意
識
か
ら
︑
時
の
権
力
者
や
腐
敗
し
た
多
数
の
国
民
に
向
か
っ
て
批
判
的
言
辞
を

放
つ
存
在
で
あ
っ
た
︒
ま
た
社
会
的
文
脈
に
注
目
す
れ
ば
︑
ア
モ
ス
︵
北
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
︶
や
エ
レ
ミ
ヤ
︵
南
ユ
ダ
王
国
︶
な
ど
︑
そ

れ
ぞ
れ
滅
び
ゆ
く
国
家
の
行
く
末
を
案
じ
て
︑
そ
の
滅
び
の
原
因
と
な
る
国
家
の
内
的
腐
敗
と
そ
こ
か
ら
の
脱
出
︵
悔
い
改
め
︶
を
民
全

体
に
迫
る
単
独
者
で
あ
っ
た
︒

　

内
村
は
こ
う
し
た
預
言
者
の
と
る
視
座
や
発
言
内
容
に
重
な
る
よ
う
な
言
説
を
数
多
く
提
出
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
や
が
て
滅
び
る
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こ
と
に
な
る
大
日
本
帝
国
の
内
部
で
醸
成
さ
れ
︑
国
民
的
に
共
有
さ
れ
て
抜
け
が
た
く
な
っ
て
い
た
大
国
的
奢
り
の
諸
実
態
を
暴
露
し
︑

そ
こ
に
認
め
ら
れ
た
正
義
や
自
由
︑
人
権
や
個
人
性
な
ど
の
普
遍
的
諸
価
値
へ
の
裏
切
り
こ
そ
が
︑
国
を
滅
び
︵
内
部
崩
壊
︶
に
導
く
と

喝
破
し
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
︒

　

そ
の
こ
と
は
預
言
者
に
つ
い
て
︑
聖
書
の
熟
読
や
独
自
の
経
験
に
よ
っ
て
細
部
に
亘
る
ま
で
知
悉
し
て
い
た
内
村
自
身
の
覚
悟
と
決
断

と
の
産
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
下
で
は
︑
そ
う
し
た
預
言
者
的
な
言
論
姿
勢
と
言
論
内
容
を
身
に
ま
と
っ
て
社
会
や
諸
権
力
に

向
き
合
っ
た
か
の
よ
う
な
内
村
そ
の
人
に
お
い
て
︑
預
言
者
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
か
に
迫
り
た
い
︒
内
村

を
預
言
者
と
比
肩
さ
せ
る
言
説
は
多
い
が
︵
6
︶︑
実
の
と
こ
ろ
︑
内
村
自
身
が
旧
約
預
言
者
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
類
の
思
索
を
展
開

し
て
い
た
の
か
︑
そ
の
実
証
的
な
諸
相
を
整
理
し
て
論
じ
る
作
業
は
あ
ま
り
十
分
で
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
本
論
は
︑
そ
の

意
味
で
︑﹁
近
代
の
預
言
者（
7
）﹂
と
呼
ば
れ
て
き
た
内
村
に
関
す
る
研
究
史
の
欠
け
を
幾
分
で
も
補
う
作
業
に
な
れ
ば
と
も
考
え
る
︒

︵
5
︶ 

内
村
の
政
治
へ
の
対
し
方
に
つ
い
て
は
︑
拙
論
﹁
明
治
期
・
内
村
鑑
三
に
お
け
る
共
和
主
義
の
展
開
﹂︵﹃
公
共
研
究
﹄
第
十
巻
第
一
号
︑
千
葉
大

学
公
共
学
会
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
三
〇
︱
七
九
頁
︶︑
第
一
章
を
参
照
︒

︵
6
︶ 

内
村
を
旧
約
預
言
者
と
比
肩
さ
せ
て
き
た
の
は
︑
彼
の
弟
子
筋
だ
け
で
は
な
い
︒
今
に
至
る
ま
で
内
村
に
言
及
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は

自
然
と
よ
く
論
じ
ら
れ
る
主
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
本
田
峰
子
﹁
内
村
鑑
三
︱
︱
そ
の
預
言
者
的
側
面
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂︵﹁﹃
二
松
学
舎
大

学
東
ア
ジ
ア
学
術
総
合
研
究
所
﹄
三
八
号
︑
二
松
学
舎
大
学
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
︱
一
八
頁
︶︑
小
泉
仰
﹁
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
と
内
村
鑑
三
︱
︱
召

命
か
ら
非
戦
論
ま
で
の
軌
跡
﹂︵﹃
社
会
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
四
二
号
︑
国
際
基
督
教
大
学
社
会
科
学
研
究
所
︑
一
九
九
九
年
︑
十
五
︱
三
八
頁
︶︑

秋
田
稔
﹁
内
村
鑑
三
と
預
言
者
の
精
神
﹂︵﹃
研
究
紀
要
﹄
一
〇
号
︑
恵
泉
女
学
園
大
学
︑
一
九
七
七
年
︑
一
︱
一
一
頁
︶
な
ど
を
参
照
︒

︵
7
︶ H

ow
es, John F., Japan’s M

odern Prophet: U
chim
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２　
内
村
に
お
け
る
預
言
者
に
関
す
る
多
様
な
表
象

　

内
村
の
残
し
た
膨
大
な
テ
キ
ス
ト
全
体
の
中
で
旧
約
預
言
書
研
究
の
比
重
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
︒
教
文
館
版
﹃
内
村
鑑
三
聖
書
注

解
全
集
﹄
に
お
い
て
﹁
預
言
書
﹂
研
究
は
︑
表
題
だ
け
を
見
れ
ば
︑
全
一
七
巻
の
内
約
二
巻
分
を
占
め
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
が︵

8
︶︑
実
際
の
と
こ
ろ
︑
預
言
者
へ
の
言
及
は
史
書
や
新
約
各
書
の
研
究
に
も
出
て
く
る
し
︑
時
事
論
の
内
に
も
出
て
く
る
︒
彼

に
と
っ
て
各
預
言
者
は
︑
い
つ
あ
ら
ゆ
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
も
登
場
し
う
る
︑
歴
史
的
に
内
実
を
も
っ
た
生
き
た
人
間
と
し
て
身
に
近
し

い
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
そ
の
つ
き
あ
い
は
長
く
︑
青
年
時
代
・
渡
米
時
に
熟
読
し
た
﹁
エ
レ
ミ
ヤ
記
﹂
を
始
め
と
し
て
︑
各
旧
約
預

言
書
を
﹃
聖
書
﹄
の
中
で
も
と
く
に
愛
読
し
て
き
た
と
見
ら
れ
る
︒
そ
の
よ
う
な
内
村
は
︑
明
治
期
に
限
っ
て
も
︑
預
言
者
の
働
き
や
そ

の
性
質
を
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
で
表
象
で
き
る
預
言
者
通
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
以
下
に
取
り
上
げ
る
彼
の
預
言
者
研
究
や
そ
の
積
極
的
な
提

示
︑
活
用
か
ら
も
知
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

　

内
村
に
お
け
る
預
言
者
像
の
解
明
に
先
立
っ
て
︑
内
村
が
﹁
預
言
﹂
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
ま
ず
確
認
す
る

た
め
︑
彼
が
提
出
し
た
一
つ
の
説
明
を
掲
げ
て
み
た
い
︒

預
言
と
は
預
言
で
な
い
と
は
余
輩
が
屡
々
本
誌
︹
引
用
注
：﹃
聖
書
之
研
究
﹄
の
こ
と
︺
の
紙
上
に
於
て
言
ふ
た
所
で
あ
る
︑

prophesy

は
﹁
前
に
言
ふ
﹂
で
は
な
く
し
て
﹁
代
て
言
ふ
﹂
で
あ
る
︑
即
ち
﹁
神
に
代
て
言
ふ
﹂
で
あ
る
︑
爾
う
し
て
神
は
物
の

外
装
を
透
う
し
て
其
真
髄
を
視
給
ふ
者
で
あ
る
か
ら
︑
其
代
言
者
た
る
預
言
者
は
時
代
顕
象
の
中
に
存
す
る
永
久
真
理
を
発
見
し
て

之
を
人
に
示
す
者
で
あ
る
︑
黙
示
録
著
者
も
亦
此
意
味
に
於
て
の
預
言
者
で
あ
つ
た︵

9
︶
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内
村
は
漢
語
の
字
面
か
ら
︑
そ
の
本
義
を
誤
解
さ
れ
や
す
い
﹁
預
言
﹂
を
﹁
代
言
﹂
と
言
い
換
え
る
︒﹁
預
言
者
﹂
が
何
を
﹁
預
言
﹂

＝
﹁
代
言
﹂
す
る
か
と
い
え
ば
︑
神
に
よ
っ
て
伝
授
さ
れ
る
外
在
的
で
超
越
的
な
基
準
︑
す
な
わ
ち
﹁
永
久
﹂
普
遍
の
﹁
真
理
﹂
で
あ

る
︒
そ
う
し
た
預
言
的
真
理
は
︑﹁
物
の
外
装
﹂
を
通
し
て
視
ら
れ
︑﹁
時
代
顕
象
﹂
を
通
し
て
読
み
取
ら
れ
る
と
さ
れ
る
︒
世
俗
的
に
流

通
す
る
類
の
象
徴
と
は
な
り
え
な
い
が
︑
神
的
な
権
威
を
も
ち
︑
そ
こ
か
ら
現
在
確
立
し
て
い
る
法
的
ま
た
は
慣
習
的
基
準
を
相
対
化
す

る
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
︑
と
い
う
展
開
が
予
感
さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
﹁
預
言
﹂
は
︑
歴
史
に
お
い
て
常
に
表
だ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
︒
内
村
は
預
言
の
必
要

な
時
期
を
見
定
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

預
言
は
充
た
さ
れ
て
後
に
用
な
し
︑
預
言
は
先
じ
て
語
る
こ
と
な
り
︑
而
し
て
﹁
時
﹂
な
き
所
に
預
言
の
用
あ
る
な
し
︑﹁
時
﹂
は

現
世
の
こ
と
な
り
︑﹁
時
﹂
な
き
永
遠
の
来
世
に
預
言
の
用
な
き
は
明
か
な
り
︑
預
言
者
は
常
に
乱
世
に
先
て
出
づ
︑
愛
の
普
及
す

る
所
に
預
言
者
の
出
て
世
の
罪
悪
を
矯
む
る
の
要
な
し
︑
預
言
者
ヱ
レ
ミ
ヤ
歎
じ
て
曰
く
嗚
呼
我
禍
ひ
な
る
か
な
と
︑
預
言
は
世
の

改
善
と
同
時
に
早
晩
廃
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
︒︵

10
︶

︵
8
︶ 

﹃
イ
ザ
ヤ
書　

エ
レ
ミ
ヤ
書
﹄︵
山
本
泰
次
郎
︵
編
︶﹃
内
村
鑑
三
聖
書
注
解
全
集
﹄
六
巻
︑
教
文
館
︑
一
九
六
五
年
︶
と
﹃
エ
ゼ
キ
エ
ル
書　

ダ

ニ
エ
ル
書　

小
預
言
書
﹄︵
同
上
︑
七
巻
︶
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒

︵
9
︶ 

﹁
黙
示
録
は
如
何
な
る
書
で
あ
る
か
﹂︵
一
九
〇
八
年
︑﹃
内
村
鑑
三
全
集
﹄
一
五
巻
︑
三
三
一
頁
︶︒
以
下
︑﹃
内
村
鑑
三
全
集
﹄
一
︱
四
〇
巻

︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
︱
八
四
年
︶
か
ら
の
引
用
の
さ
い
は
︑
そ
の
文
章
の
初
出
年
︑﹃
全
集
﹄
の
収
録
巻
数
︑
頁
数
の
順
に
記
す
︒

︵
10
︶ 

﹁
愛
の
賞
讃
︵
哥
林
多
前
書
十
三
章
と
其
考
察
︶﹂︵
一
九
〇
五
年
︑﹃
全
集
﹄
一
三
巻
︑
二
三
七
頁
︶︒
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こ
れ
は
﹁
預
言
﹂
の
限
界
を
見
据
え
る
︑
と
い
う
意
味
で
重
要
な
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒
つ
ま
り
︑
内
村
が
預
言
者
に
倣
っ
て
言

動
す
る
︑
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
現
下
の
世
俗
社
会
が
﹁
乱
世
﹂
に
先
立
つ
微
妙
な
時
に
あ
り
︑﹁
世
の
罪
悪
﹂
に
対

し
て
﹁
改
善
﹂
を
計
ら
な
け
れ
ば
︑
早
晩
﹁
乱
世
﹂
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
に
な
る
︑
と
い
う
認
識
が
先
に
控
え
て
い
た
こ
と
を

示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
乱
世
﹂
前
の
︑﹁
乱
世
﹂
に
到
ら
な
い
た
め
の
﹁
改
善
﹂
の
努
力
を
民
一
般
に
促
す
こ
と
︑
そ

れ
が
預
言
者
に
求
め
ら
れ
て
い
た
主
た
る
役
割
だ
と
内
村
に
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

さ
て
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
時
﹂
の
予
感
は
︑
ま
ず
も
っ
て
預
言
者
自
身
の
身
体
感
覚
に
お
い
て
発
生
す
る
も
の
ら
し
い
︒
内
村
は
あ
る
人

物
に
預
言
が
起
こ
り
う
る
契
機
を
捉
え
て
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
︒

預
言
者
は
暗
雲
の
彼
の
国
民
の
上
に
迫
り
来
る
を
観
た
り
︑
彼
は
国
民
の
た
め
に
之
を
歎
ぜ
り
︑
彼
は
来
る
べ
き
災
変
の
危
害
を
予

想
し
て
全
身
為
め
に
朽
果
て
ん
と
す
る
の
感
を
起
せ
り
︑
彼
は
為
に
彼
の
蒙
る
べ
き
損
害
を
覚
悟
せ
り
︑
然
れ
ど
も
彼
は
為
め
に
落

胆
せ
ざ
り
し
︑
彼
は
ヱ
ホ
バ
の
神
を
頼
め
り︵

11
︶

　

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
迫
り
く
る
共
同
体
の
危
機
を
︑
預
言
者
は
先
だ
っ
て
全
身
全
霊
を
も
っ
て
反
応
す
る
︑
と
描
か
れ
る
︒
そ
の
こ
と

を
知
っ
た
自
ら
も
無
傷
で
は
い
ら
れ
な
い
︑
と
の
実
存
的
な
切
迫
感
を
強
烈
な
身
体
感
覚
を
伴
っ
て
察
知
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
預
言
者
は
尻
込
み
せ
ず
︑
民
に
向
か
っ
て
改
善
の
宣
告
を
︑
す
な
わ
ち
悔
改
の
要
求
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
く
に
公

義
に
反
し
て
ま
で
も
︑
他
者
・
他
民
族
に
対
し
自
ら
を
過
大
に
見
せ
る
か
の
よ
う
に
傲
り
高
ぶ
る
人
々
に
︑
へ
り
く
だ
り
を
要
求
す
る
の
が

預
言
者
の
第
一
の
務
め
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
預
言
者
は
同
時
に
﹁
義
者
﹂
で
あ
り
︑﹁
大
義
の
宣
布
者
﹂
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
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世
は
概
ね
高
ぶ
る
者
の
平
康
を
信
じ
て
︑
義
者
の
安
全
を
信
ぜ
ざ
る
な
り
︑﹁
高
ぶ
る
者
﹂
と
は
誰
ぞ
︑
原
語
の
意
義
は
﹁
膨ふ
く
る脹
る

者
﹂
な
り
︑
即
ち
実
な
く
し
て
外
に
膨
脹
す
る
者
の
意
な
り
︑
天
爵
な
き
に
人
爵
に
誇
る
者
︑
天
の
賦
与
せ
ざ
る
富
を
得
て
︑
自
か

ら
富
者
な
り
と
信
ず
る
者
︑
是
れ
皆
な
浮
虚
の
徒
に
し
て
﹁
膨
脹
れ
る
者
﹂
即
ち
﹁
高
ぶ
る
者
﹂
な
り
︑
然
る
に
矇
昧
な
る
世
は
彼

等
を
指
し
て
曰
ふ
︑﹁
幸
運
な
る
か
な
︑
彼
等
よ
︑
彼
等
は
昌さ
か

へ
て
子
々
孫
々
︑
万
代
に
至
ら
ん
﹂
と
︑
彼
等
は
国
の
強
固
を
量
る

に
其
兵
力
の
強
弱
を
以
て
し
︑
人
の
真
価
を
定
む
る
に
其
財
産
の
多
少
を
以
て
す
︑
彼
等
は
真
個
の
平
安
の
義
者
の
信
仰
に
在
る
を

知
ら
ず
︑
故
に
兵
を
増
し
て
国
を
護
ら
ん
と
し
︑
富
を
積
ん
で
家
を
起
さ
ん
と
す
︑
国
民
最
大
多
数
の
人
世
観
な
る
も
の
は
之
よ
り

以
外
に
渉
る
こ
と
な
し
︑
故
に
神
は 

預
言
者
に
託
り
大
義
を
再
び
世
に
伝
へ
し
め
て
宣
は
く

　
　

義
者
は
信
仰
に
由
り
て
生
活
ん

と
︑
信
仰
は
神
の
不
変
の
正
義
を
信
ず
る
こ
と
な
り︵

12
︶

　

預
言
者
は
﹁
不
変
﹂︵
普
遍
︶
な
る
﹁
正
義
﹂
を
盾
に
﹁
国
民
最
大
多
数
﹂
と
闘
う
︑
と
い
う
構
図
が
こ
こ
に
鮮
明
に
提
出
さ
れ
て
い

る
︒
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
﹁
兵
を
増
し
て
国
を
護
ら
ん
と
し
︑
富
を
積
ん
で
家
を
起
さ
ん
と
す
﹂﹁
昌さ
か

へ
て
子
々
孫
々
︑
万
代
に
至
ら
ん
﹂

と
は
︑
日
露
戦
争
開
戦
前
当
時
の
日
本
﹁
国
民
最
大
多
数
の
人
世
観
﹂
と
し
て
内
村
に
把
握
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
︒
預
言
者
の
言
葉

は
軍
国
主
義
と
功
利
主
義
の
浸
透
を
許
す
よ
う
な
︑
日
本
国
民
の
実
利
主
義
批
判
の
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︵
11
︶ 

﹁
預
言
者
哈は
ば
く
く

巴
谷
の
声
﹂︵
一
九
〇
三
年
︑﹃
全
集
﹄
一
一
巻
︑
四
八
四
頁
︶︒

︵
12
︶ 

同
右
︑
四
七
三
頁
︒
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こ
の
よ
う
な
民
の
生
活
・
思
想
批
判
は
︑
畢
竟
す
る
と
こ
ろ
︑
帝
王
崇
拝
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
偶
像
崇
拝
批
判
と
い
う
形
に
極
限
す

る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
は
明
治
国
家
を
生
き
る
内
村
に
も
切
実
な
問
題
で
あ
り
続
け
た
こ
と
は
︑
次
の
よ
う
な
冷
静
な
説
明
の
行
間

か
ら
も
に
じ
み
出
て
い
る
︒

　

偶
像
と
は
必
し
も
金
銀
木
石
を
以
て
作
り
し
物
の
み
を
謂
ふ
に
非
ず
︑
凡
て
神
な
ら
ざ
る
者
に
し
て
神
の
特
性
を
帰
せ
ら
れ
し
者

は
偶
像
な
り
︑
富
も
偶
像
た
り
得
べ
し
︑
功
名
も
偶
像
た
り
得
べ
し
︑
カ
ル
デ
ヤ
王
ネ
ブ
カ
ド
ネ
ザ
ル
は
己
れ
人
な
る
に
神
な
り
と

称
し
て
民
の
敬
崇
を
要
め
し
が
故
に
︑
自
か
ら
偶
像
と
な
り
て
ヱ
ホ
バ
の
忿
怒
を
身
に
招
け
り
︑
羅
馬
に
帝
王
崇
拝
は
行
は
れ
て
生

き
た
る
偶
像
は
世
に
顕
は
れ
た
り
︑
然
れ
ど
も
偶
像
は
偶
像
に
し
て
神
に
あ
ら
ず
︑
彼
の
身
は
金
色
燦
爛
た
る
も
彼
は
朽
つ
べ
き
罪

の
人
に
し
て
神
に
あ
ら
ず
︑
威
力
は
人
を
神
と
な
す
能
は
ず
︵
13
︶

　
﹁
威
力
﹂
が
﹁
人
を
神
と
な
す
﹂
こ
と
が
︑
国
民
皆
教
育
を
通
じ
て
日
々
慣
習
化
し
て
い
く
明
治
天
皇
制
国
家
に
あ
っ
て
︑
内
村
自
身

も
そ
の
帝
国
の
行
く
末
を
︑
当
の
古
典
︵﹁
ハ
バ
ク
ク
書
﹂︶
に
描
か
れ
た
ご
と
く
冷
徹
に
見
据
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
︒﹁
神
な
ら
ざ
る
者
に
し
て
神
の
特
性
を
帰
せ
ら
れ
し
者
﹂
を
批
判
す
る
預
言
者
は
︑
明
治
期
の
帝
王
︵
天
皇
︶
崇
拝
と
真
っ
向
衝
突

し
た
経
験
︵
第
一
高
等
中
学
校
不
敬
事
件
︑
一
八
九
一
年
︶
を
も
つ
内
村
に
︑
も
っ
と
も
切
実
な
先
験
者
と
し
て
写
っ
て
い
た
の
で
あ

る
︒

　

こ
の
よ
う
な
預
言
者
の
批
判
的
活
動
を
と
り
わ
け
難
し
く
す
る
の
は
︑
社
会
・
共
同
体
一
般
に
︑
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
危
機
意
識
が
広
が
っ

て
い
な
い
時
に
先
行
し
て
︑
来
た
る
べ
き
﹁
乱
世
﹂
の
切
迫
感
を
も
っ
て
﹁
悔
改
﹂
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
話
者
と
聴
者
と
の
間
に
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横
た
わ
る
実
感
の
隔
た
り
で
あ
る
︒
預
言
者
の
全
身
感
覚
を
伴
っ
て
保
持
さ
れ
る
切
迫
感
は
︑
普
通
一
般
の
感
覚
か
ら
見
れ
ば
過
剰
で
あ

ろ
う
し
︑
そ
ん
な
彼
の
忠
告
は
場
違
い
で
う
る
さ
く
迷
惑
に
尽
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
預
言
者
の
立
場
は
︑
自
ず
と
世
の
風
潮
に

対
し
て
﹁
異
端
﹂
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
し
か
し
内
村
に
お
い
て
は
︑
こ
の
預
言
者
の
異
端
性
こ
そ
︑
時
に
超
越
世
界
に
基
礎
を
置
く

と
こ
ろ
の
﹁
真
理
﹂
や
﹁
正
義
﹂
の
証
明
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

時
に
当
り
能
く
将
来
を
洞
察
し
︑
民
を
警
誡
し
︑ 

濃
き
雲
と
黒
き
雲
の
彼
方
に
光
と
栄
を
指
示
せ
し
も
の
を
預
言
者
ヱ
レ
ミ
ヤ
と
ゼ

パ
ニ
ヤ
の
二
人
な
り
と
す
︑
彼
等
は
空
︑
静
か
な
る
と
き
に
大
荒
乱
の
到
来
を
預
言
せ
り
︑
人
は
彼
等
を
狂
と
呼
び
︑
賊
と
罵
り
し

な
ら
ん
︑
然
れ
ど
も
彼
等
は
否
定
す
る
の
外
︑
何
事
を
も
為
し
得
ざ
る
無
慈
悲
な
る
誹
謗
者
に
は
あ
ら
ざ
り
し
な
り
︑
彼
等
の
声
は

正
義
の
声
な
る
の
み
な
ら
ず
︑
亦
愛
の
声
な
り
し
な
り
︑
彼
等
の
如
く
激
烈
に
忿
怒
を
語
り
し
者
は
あ
ら
ず
︑
然
れ
ど
も
彼
等
の
如

く
明
確
に
希
望
を
伝
へ
︑
柔
和
に
傷
を
癒
せ
し
者
は
あ
ら
ず
︑
民
繁
盛
に
安
ず
る
時
に
預
言
者
の
声
は
聞
ゆ︵

14
︶

　

預
言
者
は
﹁
異
端
者
﹂
に
も
か
か
ら
ず
︑
た
だ
民
を
叱
責
し
た
り
民
に
悔
い
改
め
を
迫
っ
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
愛
﹂
と
﹁
希
望
﹂

と
を
も
っ
て
民
が
必
然
的
に
被
る
傷
を
柔
和
に
癒
す
︑
と
い
う
作
業
を
先
導
す
る
︒
内
村
は
そ
う
し
た
預
言
者
の
職
務
を
捉
え
て
彼
ら
を

﹁
訓
慰
師
﹂
と
も
呼
ん
で
い
る
︒

︵
13
︶ 

同
右
︑
四
七
八
︱
九
頁
︒

︵
14
︶ 

﹁
預
言
者
西ゼ
パ
ニ
ヤ

番
雅
の
言
﹂︵
一
九
〇
四
年
︑﹃
全
集
﹄
一
二
巻
︑
四
五
八
頁
︶︒
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預
言
者
は
責
む
る
ば
か
り
で
は
な
い
︑
又
慰
む
︑
傷
け
る
ば
か
り
で
は
な
い
︑
又
癒
す
︹
中
略
︺
預
言
者
は
畢
竟
す
る
に
訓
慰
師
で

あ
る
︒︵

15
︶

　

内
村
は
こ
の
よ
う
な
預
言
者
の
﹁
道
徳
的
改
革
家︵

16
︶﹂
と
し
て
の
職
務
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
︑
彼
ら
の
人
間
的
な
性
質
に
つ
い
て

も
独
自
の
洞
察
を
多
く
生
み
出
し
て
い
る
︒
例
え
ば
彼
は
︑
預
言
者
の
﹁
強
さ
﹂
に
も
注
目
す
る
し
︑
預
言
者
の
﹁
弱
さ
﹂
に
も
注
目
す

る
︒
内
村
は
預
言
者
が
﹁
全
国
民
﹂
の
前
に
一
人
立
つ
強
さ
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
︒

神
の
預
言
者
た
る
一
青
年
は
国
王
︑
政
治
家
︑
軍
人
︑
宗
教
家
︑
平
民
︑
即
ち
国
民
全
体
よ
り
も
強
か
る
べ
し
と
︑
神
が
彼
に
在
り

て
国
民
の
中
に
降
り
た
る
な
れ
ば
︑
国
民
は
誤
る
と
も
彼
は
誤
ら
ざ
る
べ
し
︑
元
老
の
議
は
敗
る
と
も
彼
の
言
は
成
る
べ
し
︑
預
言

者
一
人
は
全
国
民
よ
り
も
強
し
︑
国
民
は
挙
て
敵
国
を
亡
し
得
る
も
預
言
者
一
人
を
亡
し
得
ざ
る
べ
し
︑
然
り
︑
彼
を
殺
す
を
得

ん
︑
然
れ
ど
も
彼
の
生
命
な
る
彼
の
言
は
生
存
し
て
︑
事
実
と
な
り
て
現
は
れ
て
終
に
は
罪
悪
の
民
を
滅
す
べ
し
︑
禍
ひ
な
る
か
な

預
言
者
を
送
ら
れ
し
罪
悪
の
民
は
！
彼
等
の
運
命
は
既
に
定
ま
れ
り
︒︵

17
︶

　

内
村
の
描
く
物
語
の
中
の
預
言
者
は
︑
超
越
世
界
に
生
存
の
根
拠
を
も
つ
活
動
を
展
開
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑﹁
国
王
︑
政
治
家
︑

軍
人
︑
宗
教
家
︑
平
民
﹂
な
ど
国
民
の
大
多
数
の
反
対
に
よ
っ
て
た
と
え
地
上
の
生
命
を
失
っ
て
も
︑
な
お
地
上
に
お
け
る
影
響
力
は
拭

い
去
ら
れ
な
い
︒
他
界
的
な
勢
力
で
あ
る
﹁
彼
の
生
命
な
る
彼
の
言
﹂
は
必
ず
や
事
実
と
な
っ
て
批
判
者
の
奢
り
に
突
き
付
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
︒﹁
預
言
者
一
人
は
全
国
民
よ
り
も
強
し
﹂
と
い
う
見
通
し
こ
そ
︑
ベ
ラ
ー
が
内
村
に
見
出
し
た
と
こ
ろ
の
﹁
一
人
立
つ
勇
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気
﹂︑
ひ
い
て
は
﹁
預
言
者
的
個
人
主
義
﹂
の
核
と
な
る
と
こ
ろ
の
実
存
的
境
位
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

　

こ
の
よ
う
に
勇
ま
し
く
職
務
を
遂
行
す
る
預
言
者
も
︑
そ
の
職
務
の
合
間
合
間
に
弱
さ
を
見
せ
る
と
い
う
の
が
︑
内
村
好
み
の
文
学
的

対
比
を
生
ん
だ
︒
彼
は
神
と
共
に
あ
っ
て
強
い
預
言
者
に
対
し
︑
単
独
と
し
て
は
む
し
ろ
弱
い
人
間
と
し
て
の
預
言
者
を
も
努
め
て
描
こ

う
と
し
て
い
る
︒

預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
の
や
う
な
人
を
御
覧
な
さ
い
︑
彼
は
旧
約
時
代
の
理
想
的
人
物
で
あ
り
ま
し
て
︑
キ
リ
ス
ト
の
予
報
者
と
称
は

る
ゝ
人
で
あ
り
ま
す
︑
然
る
に
彼
の
一
代
の
記
事
を
読
ん
で
何
人
も
彼
の
弱
さ
に
驚
か
な
い
者
は
あ
り
ま
せ
ん︵

18
︶

職
務
中
は
強
く
︑
そ
れ
以
外
で
は
弱
い
預
言
者
は
︑
し
か
し
一
貫
し
て
智
慧
あ
る
人
間
と
し
て
称
揚
さ
れ
て
も
い
た
︒

預
言
者
は
世
に
克
つ
の
秘
訣
を
知
る
者
で
あ
る
︑
彼
の
強
き
の
故
を
以
て
彼
を
褒
む
べ
き
で
は
な
い
︑
彼
の
聖
き
智
慧
を
讃
す
べ
き

で
あ
る︵

19
︶

︵
15
︶ 

﹁
天
然
詩
人
と
し
て
の
預
言
者
ヱ
レ
ミ
ヤ
﹂︵
一
九
〇
九
年
︑﹃
全
集
﹄
一
六
巻
︑
二
九
〇
頁
︶︒

︵
16
︶ 

﹁
我
主
耶
蘇
基
督
﹂︵
一
九
〇
一
年
︑﹃
全
集
﹄
九
巻
︑
四
一
五
頁
︶︒

︵
17
︶ 

﹁
耶
利
米
亜
記
感
想
︵
余
の
古
き
聖
書
よ
り
︶﹂︵
一
九
〇
六
年
︑﹃
全
集
﹄
一
四
巻
︑
一
一
〇
頁
︶︒

︵
18
︶ 

﹁
聖
書
の
話
﹂︵
一
九
〇
〇
年
︑﹃
全
集
﹄
八
巻
︑
三
〇
三
頁
︶︒

︵
19
︶ 

前
掲
﹁
耶
利
米
亜
記
感
想
︵
余
の
古
き
聖
書
よ
り
︶﹂︑
一
一
一
頁
︒
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こ
の
﹁
世
に
克
つ
秘
訣
﹂
に
よ
っ
て
︑
結
局
預
言
者
は
喜
び
の
人
︑
最
終
的
に
は
﹁
喜
観
的︵

20
︶﹂
に
生
き
る
人
生
の
模
範
と
も
な
っ

て
い
る
︒
最
終
的
に
﹁
世
に
克
つ
﹂
こ
と
に
確
信
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
︑
世
の
大
勢
に
対
し
て
は
︑
冷
静
な
観
察
者
と
し
て
対
峙
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
し
︑
い
か
に
絶
望
的
な
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
人
間
的
な
弱
さ
に
沈
潜
し
た
と
し
て
も
︑
将
来
へ
の
希
望
を
喪
失

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
︒

預
言
者
は
人
世
の
観
望
者
な
り
︑
彼
は
人
の
未
だ
覚
ら
ざ
る
時
に
覚
り
︑
未
だ
醒
め
ざ
る
時
に
醒
む
︑
彼
が
観
望
台
の
上
に
立
つ
は

番
兵
が
戍じ
ゅ
ろ
う楼
に
立
つ
が
如
し
︑
彼
れ
其
処
に
立
ち
て
新
天
地
の
到
来
を
預
知
し
︑
之
を
民
衆
に
告
げ
て
彼
等
を
導
く
︑
預
言
者
に
し

て
時
々
彼
の
観
望
台
に
昇
ら
ざ
ら
ん
乎
︑
世
に
天
よ
り
の
光
明
は
絶
え
て
︑
民
は
常
暗
の
街
に
迷
は
ん
︒︵

21
︶

　

内
村
に
お
い
て
預
言
者
は
︑
人
々
の
暮
ら
し
に
そ
の
監
視
機
能
を
も
っ
て
緊
張
感
を
も
た
ら
す
﹁
人
世
の
観
望
者
﹂
と
し
て
認
め
ら
れ

た
︒
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
︑﹃
新
約
聖
書
﹄
で
印
象
深
く
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
﹁
世
の
光
﹂
と
し
て
︑
民
衆
の
希
望
の
象
徴
と
し
て

も
見
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

３　
特
質
す
べ
き
預
言
者
像
と
そ
の
模
倣
的
活
用

　

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
そ
の
一
部
に
も
つ
内
村
の
預
言
者
観
に
お
い
て
︑
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
特
筆
す
べ
き
性
質
を
三
点
に
ま
と
め

て
み
た
い
︒
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一
点
目
は
内
村
に
と
っ
て
預
言
者
は
﹁
革
命
家
﹂
あ
る
い
は
﹁
進
歩
主
義
者
﹂
と
し
て
現
代
の
諸
問
題
に
通
じ
る
存
在
と
し
て
提
出
さ

れ
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
内
村
に
と
っ
て
預
言
者
は
歴
史
的
に
み
て
新
約
の
人
物
で
あ
る
﹁
イ
エ
ス
の
先
生︵

22
︶﹂
と
し
て
も

見
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
イ
エ
ス
が
当
時
の
非
政
治
的
な
革
命
家
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
︑
預
言
者
は
そ
れ
に
先
駆
す
る
革
命
家
で

あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
う
る
︒
革
命
家
と
し
て
の
預
言
者
は
内
村
に
お
い
て
﹁
歴
史
の
信
仰
的
解
釈
者
﹂
と
も
言
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
﹁
道

徳
的
改
革
家
﹂
と
し
て
の
側
面
と
合
わ
せ
て
︑
超
越
界
に
根
拠
す
る
智
慧
と
正
義
の
言
葉
を
一
手
に
引
き
受
け
る
存
在
と
さ
れ
た
︒
彼
は

し
か
る
べ
き
時
を
見
定
め
︑
人
々
を
大
義
の
道
に
引
き
戻
す
こ
と
を
要
求
す
る
智
慧
の
言
葉
を
束
ね
る
存
在
で
あ
る
︒
む
ろ
ん
そ
こ
に
は

時
の
富
者
や
政
治
家
へ
の
批
判
が
伴
う
の
だ
が
︑
基
本
的
に
は
民
一
般
の
内
心
に
﹁
転
回
﹂﹁
悔
改
﹂
と
し
て
の
革
命
を
引
き
起
こ
す
こ

と
が
主
要
な
目
的
と
し
て
目
指
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
の
言
葉
は
繰
り
返
し
何
度
も
語
ら
れ
て
︑
大
勢
の
圧
力
に
あ
っ
て
も
岩
の
よ
う

に
固
く
動
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒

彼
は
所
謂
る
八
方
美
人
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
︑
寛
容
を
唱
へ
て
何
人
で
も
之
を
懐
け
ん
と
す
る
人
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
︑
預
言

者
は
磐
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︑
鉄
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︑
ヱ
ホ
バ
預
言
者
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
言
ひ
給
は
く
我
れ
汝
の
額
を
金
剛
石

の
如
く
し
︑
磐
よ
り
も
堅
く
せ
り
と
︵
以エ
ゼ
キ
ヱ
ル

西
結
書
三
章
九
節
︶︑
爾
う
し
て
預
言
者
ヱ
レ
ミ
ヤ
も
亦
万
国
の
預
言
者
と
し
て
世
に
立

︵
20
︶ 

﹃
外
国
語
之
研
究
﹄︵
一
八
九
九
年
︑﹃
全
集
﹄
六
巻
︑
三
六
九
頁
︶︒

︵
21
︶ 

前
掲
﹁
預
言
者
哈は
ば
く
く

巴
谷
の
声
﹂︑
四
七
二
頁
︒

︵
22
︶ 

﹁
イ
エ
ス
の
先
生
﹂︵
一
九
一
〇
年
︑﹃
全
集
﹄
一
七
巻
︑
三
六
三
頁
︶︒
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つ
に
方
て
は
鉄
面
石
心
の
人
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒︵

23
︶

　

こ
の
よ
う
に
頑
固
者
と
し
て
描
か
れ
た
預
言
者
は
︑
世
間
一
般
に
不
人
気
で
あ
る
に
決
ま
っ
て
い
る
し
︑
い
つ
の
世
で
も
排
斥
と
嘲
り

の
対
象
に
な
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
内
村
の
預
言
者
像
は
こ
こ
で
逆
説
的
に
飛
躍
す
る
︒
そ
れ
が
︑
内
村
の
預
言
者
を
描
く
際
に
特
筆
す

べ
き
と
思
わ
れ
る
二
つ
目
の
表
象
︑﹁
人
類
の
友
﹂
と
い
う
人
物
類
型
に
結
実
す
る
︒

　

例
え
ば
︑
内
村
に
と
っ
て
最
愛
の
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
は
︑
次
の
よ
う
に
彼
個
人
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
﹁
人
類
﹂
全
般
に
と
っ
て
も

﹁
友
﹂
で
あ
る
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
︒

余
の
特
愛
の
預
言
者
は
ヱ
レ
ミ
ヤ
で
あ
る
︑
余
は
イ
ザ
ヤ
を
尊
崇
し
︑
エ
ゼ
キ
エ
ル
を
敬
畏
し
︑
ダ
ニ
エ
ル
を
歎
賞
す
る
︑
然
か
し

ヱ
レ
ミ
ヤ
に
至
て
は
余
は
彼
を
親
愛
す
る
︑
預
言
者
と
云
へ
ば
如
何
に
も
厳
格
に
し
て
近
づ
く
べ
か
ら
ざ
る
者
の
や
う
に
思
は
れ
る

が
︑
併
し
ヱ
レ
ミ
ヤ
に
至
て
は
彼
に
就
て
少
し
も
さ
う
い
ふ
感
覚
が
起
ら
な
い
︑
余
は
余
の
親
し
き
友
人
と
し
て
彼
に
近
づ
く
事
が

出
来
る
︑
彼
は
余
に
取
り
て
は
預
言
者
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
詩
人
で
あ
る
︑
神
の
僕
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
人
類
の
友
で
あ
る︵

24
︶

　

内
村
と
っ
て
﹁
預
言
者
﹂
が
時
と
場
所
を
問
わ
な
い
親
愛
の
対
象
︑﹁
人
類
の
友
﹂
と
な
り
う
る
の
は
︑﹁
預
言
者
﹂
が
こ
こ
で
言
わ
れ

る
よ
う
に
﹁
詩
人
﹂
の
特
性
を
備
え
る
か
ら
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
実
の
と
こ
ろ
︑
内
村
に
お
い
て
﹁
預
言
者
﹂
と
﹁
詩
人
﹂
は
ほ

ぼ
交
換
可
能
な
概
念
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒
別
の
場
所
で
は
︑
次
の
よ
う
な
説
明
す
ら
見
出
さ
れ
る
︒
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若
し
強
い
て
両
者
の
間
に
区
別
を
立
て
ん
と
す
る
な
ら
ば
余
輩
は
預
言
者
は
昔
の
詩
人
︑
詩
人
は
今
の
預
言
者
と
謂
ふ
の
が
最
も
適

切
で
あ
る
と
思
ふ
︑
二
者
は
同
階
級
の
人
で
あ
る
︵
25
︶

　

預
言
者
は
そ
の
詩
人
性
に
よ
っ
て
︑
い
つ
の
時
代
も
同
時
代
的
な
意
義
を
勝
ち
取
り
︑
人
類
個
々
人
に
と
っ
て
の
慰
め
手
や
励
ま
し

手
︑
す
な
わ
ち
親
友
の
ご
と
く
に
寄
り
添
う
存
在
に
な
る
︑
と
い
う
理
解
が
導
か
れ
る
︒
実
際
︑
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
は
︑
明
治
期
内
村
の

愛
唱
詩
人
で
あ
っ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
比
肩
さ
れ
て
も
い
る︵

26
︶︒

　

こ
の
﹁
人
類
の
友
﹂
と
す
べ
き
預
言
者
は
︑
も
う
一
つ
別
の
意
味
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
う
る
根
拠
が
提
出
さ
れ
て
い
る
︒

内
村
に
と
っ
て
の
預
言
者
と
は
︑
以
下
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
﹁
苦
言
﹂
を
呈
す
る
と
い
う
切
実
な
意
味
に
お
い
て
も
︑﹁
人
類
の
真
の

友
﹂
の
謂
い
に
他
な
ら
な
か
っ
た
︒

聖
書
の
み
人
類
の
堕
落
を
説
い
て
其
完
全
な
る
救
済
法
を
備
へ
た
︑
聖
書
を
除
い
て
他
の
宗
教
は
人
性
の
全
然
的
腐
敗
︵total 

depravity

︶
を
説
か
な
い
代
り
に
︑
又
其
完
全
な
る
救
済
を
供
へ
な
い
︑
人
の
善
を
唱
へ
︑
社
会
の
自
然
的
進
歩
を
道い

ふ
者
は
民

の
傷
を
浅
く
癒
す
偽
は
り
の
預
言
者
で
あ
る
︑
苦
言
は
親
友
の
特
性
で
あ
る
︑
人
類
の
真
の
友
は
そ
の
罪
を
黙
過
す
る
者
で
な
い
︑

︵
23
︶ 

前
掲
﹁
耶
利
米
亜
記
感
想
︵
余
の
古
き
聖
書
よ
り
︶﹂︑
一
〇
八
頁
︒

︵
24
︶ 

同
右
︑
一
〇
〇
頁
︒

︵
25
︶ 

﹁
天
然
詩
人
と
し
て
の
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
﹂︵
一
九
〇
九
年
︑﹃
全
集
﹄
一
六
巻
︑
二
八
一
頁
︶︒

︵
26
︶ 

﹁
ヱ
レ
ミ
ヤ
は
預
言
者
中
の
ウ
オ
ル
ヅ
オ
ス
で
あ
る
﹂
と
い
う
発
言
が
あ
る
︒
同
右
︑
二
八
二
頁
︒
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大
胆
に
之
を
曝
露
し
︑
然
る
後
に
キ
リ
ス
ト
の
血
な
る
ギ
リ
ア
デ
の
乳
香
を
以
て
其
深
き
傷
を
癒
す
者
で
あ
る
︒︵

27
︶

　

預
言
者
は
人
が
救
済
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
耳
の
痛
い
よ
う
な
真
理
を
︑
遠
慮
や
包
み
隠
し
な
ど
一
切
な
く
率
直
に
述
べ
る
︑
と
い
う

こ
の
こ
と
か
ら
︑
ま
さ
し
く
す
べ
て
の
﹁
友
﹂
の
原
型
と
し
て
も
内
村
に
見
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
は
﹁
人
の
善
を
唱

へ
︑
社
会
の
自
然
的
進
歩
を
道
ふ
者
﹂
で
は
あ
り
え
ず
︑
む
し
ろ
﹁
人
性
の
全
然
的
腐
敗
﹂
を
親
友
へ
の
苦
言
の
よ
う
な
形
で
呈
す
る
存

在
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
預
言
者
は
﹃
聖
書
﹄
全
体
の
最
も
核
心
に
あ
る
主
張
︱
︱
人
は
誰
も
が
救
済
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

︱
︱
の
代
弁
者
と
し
て
も
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
多
角
的
に
接
近
さ
れ
︑
多
様
な
文
脈
で
立
ち
上
げ
ら
れ
た
内
村
の
預
言
者
像
で
あ
る
が
︑
も
う
一
つ
重
要
な
側
面

を
逸
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
そ
れ
は
預
言
者
と
は
︑
あ
く
ま
で
志
望
し
て
な
る
も
の
で
は
な
い
︑
と
い
う
資
格
に
関
わ
る
言
説
で
あ

る
︒
内
村
に
と
っ
て
預
言
者
を
語
る
際
に
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
の
は
︑
次
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
彼
ら
が
い
つ
も
﹁
余
儀
な
く
せ

ら
れ
て
﹂
預
言
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︑
と
い
う
﹁
選
択
﹂︵
選
び
︶
の
問
題
で
あ
っ
た
︒

　

彼
等
は
皆
な
神
に
預
言
者
と
し
て
特
別
に
作
ら
れ
し
者
で
あ
る
と
信
じ
て
預
言
の
聖
職
に
就
い
た
者
で
あ
り
ま
す
︑
ヤ
コ
ブ
を
再

た
び
己
に
復
へ
ら
し
め
︑
イ
ス
ラ
エ
ル
を
己
の
許
に
集
ま
ら
せ
ん
と
て
我
を
生
れ
出
し
時
よ
り
立
て
ゝ
己
の
僕
と
為
し
給
へ
る
ヱ
ホ

バ
言
ひ
給
ふ
︵
以
賽
亜
書
四
十
九
章
五
節
︶
と
は
預
言
者
全
躰
の
口
調
で
あ
り
ま
し
て
︑
彼
等
に
此
の
確
信
が
あ
つ
た
か
ら
こ
そ
︑

彼
等
は
全
世
界
が
彼
等
に
逆
つ
て
立
ち
し
時
も
︑
惟
り
己
を
信
じ
て
動
か
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
︑︹
中
略
︺
然
し
若
し
予
定
と

言
は
な
け
れ
ば
選
択
は
確
か
に
旧
約
の
精
神
で
あ
つ
た
こ
と
は
何
よ
り
も
明
か
で
あ
り
ま
す
︑
ノ
ア
で
あ
り
︑
ア
ブ
ラ
ハ
ム
で
あ
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り
︑
ヤ
コ
ブ
で
あ
り
︑
モ
ー
セ
で
あ
り
︑
エ
リ
ヤ
で
あ
り
︑
ア
モ
ス
で
あ
り
︑
皆
な
悉
く
自
か
ら
進
ん
で
神
の
忠
実
な
る
僕
と
な
つ

た
の
で
は
な
く
し
て
︑
神
の
特
別
の
選
択
を
蒙
つ
て
︑
神
に
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
︑
神
の
聖
業
に
就
い
た
者
で
あ
る
こ
と
は
旧
約
聖

書
の
尤
も
明
白
に
示
す
所
で
あ
り
ま
す︵

28
︶

　

こ
こ
に
は
預
言
者
は
﹁
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
﹂
な
る
も
の
︑
神
の
﹁
選
択
﹂
と
い
う
不
可
抗
力
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
︒
自
ら
の
志
望
で
な
く
︑
神
に
強
制
さ
れ
て
職
務
を
付
与
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
︑
並
大
抵
の
こ
と
で
挫
折
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
︑

身
を
削
っ
て
も
公
義
の
宣
布
に
邁
進
す
る
︑
と
い
う
過
酷
な
現
実
が
控
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
自
ら
の
最
終
的
な
勝
利
へ
の
確
信
も
︑

希
望
や
喜
び
に
満
ち
た
将
来
へ
の
ま
な
ざ
し
も
︑
強
く
拘
束
さ
れ
た
そ
の
身
分
︑
あ
る
種
の
不
自
由
さ
を
も
た
ら
す
決
定
論
的
な
取
引
の

結
果
で
あ
っ
た
と
冷
静
に
見
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

こ
の
﹁
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
﹂
と
い
う
預
言
者
の
成
立
条
件
へ
の
内
村
の
感
度
を
見
る
と
き
︑
彼
が
自
ら
の
信
仰
生
活
へ
の
参
入
を

﹁
上
級
生
の
強
制
﹂
と
い
っ
た
︑
不
可
抗
力
の
結
果
と
し
て
演
出
し
て
い
た
こ
と
が
ま
ず
思
い
出
さ
れ
よ
う︵

29
︶︒
ま
た
︑
そ
う
い
う
選

び
の
意
識
を
内
心
強
く
刻
も
う
と
し
た
こ
と
︑
そ
の
覚
悟
を
見
に
帯
び
た
結
果
提
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
︑
明
治
中
後
期
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

と
し
て
の
彼
の
多
種
多
様
な
批
判
的
活
動
の
こ
と
に
も
想
到
さ
れ
て
く
る
︒
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
︑
万
民
に
﹁
義
務
の
履
行
﹂
を
︑
さ

︵
27
︶ 

﹁
神
人
の
乖
離
﹂︵
一
九
一
一
年
︑﹃
全
集
﹄
一
八
巻
︑
一
八
〇
頁
︶︒

︵
28
︶ 

﹁
予
定
の
教
義
﹂︵
一
九
〇
四
年
︑﹃
全
集
﹄
一
二
巻
︑
一
七
八
頁
︶︒

︵
29
︶ 

﹁H
ow

 I Becam
e a C

hristian

﹂︵
一
八
九
五
年
︑﹃
全
集
﹄
三
巻
︑
一
三
︱
二
一
頁
︶︒
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も
な
け
れ
ば
亡
び
を
︑
と
迫
る
次
の
よ
う
な
言
論
ス
タ
イ
ル
に
結
実
し
た
の
で
あ
る
︒

汝
等
日
本
人
よ
︑
汝
等
に
果
し
て
罪
な
き
乎
︑
汝
等
の
富
豪
と
政
治
家
と
の
堕
落
は
如
何
︑
官
吏
社
会
の
腐
敗
は
如
何
︑
我
等
の
姉

妹
は
海
外
に
大
な
る
恥
辱
を
蒙
り
つ
ゝ
あ
る
で
は
な
い
乎
︑
然
ら
ば
如
何
︑
同
じ
神
は
同
じ
罰
を
以
て
汝
等
に
も
亦
臨
み
給
ふ
で
あ

ら
う
︑
神
の
世
を
裁
判
き
給
ふ
や
決
し
て
人
を
偏か
た
よ
り
み視な
い
︑
日
本
人
と
雖
も
其
罪
を
悔
改
め
ず
ば
必
ず
同
様
に
亡
ぼ
さ
る
ゝ
で
あ
ら

う︵
30
︶

　

こ
こ
に
は
単
な
る
﹁
道
徳
的
改
革
家
﹂
の
意
識
を
超
え
る
だ
ろ
う
︑
国
民
的
な
悔
改C

onversion

を
要
求
す
る
預
言
者
の
模
倣
が
顕

著
で
あ
る
︒
実
際
﹁
預
言
者
﹂
を
も
っ
て
当
代
の
﹁
詩
人
﹂
と
ま
で
い
う
内
村
は
︑﹁
詩
人
﹂
に
代
表
さ
れ
る
﹁
独
立
の
文
士
﹂
こ
そ
︑

﹁
近
世
﹂
の
﹁
預
言
者
﹂
で
あ
る
の
だ
︑
と
気
を
吐
い
て
も
い
た
の
で
あ
る︵

31
︶︒

　

内
村
に
お
け
る
預
言
者
像
の
主
要
な
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
た
今
︑
こ
れ
ら
の
中
か
ら
と
り
わ
け
知
識
人
と
し
て
の
彼
自
ら
の
思
索
や
言
論

形
成
︑
さ
ら
に
は
職
責
意
識
の
模
範
と
な
り
︑
刺
激
と
な
り
続
け
た
と
思
わ
れ
る
預
言
者
の
愛
国
心
︑
そ
し
て
平
和
主
義
へ
の
言
及
に
つ

い
て
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
こ
う
と
考
え
る
︒

４　
預
言
者
の
愛
国
心
と
亡
国
論

　

内
村
に
お
け
る
預
言
者
像
が
︑
早
く
か
ら
彼
の
愛
国
者
像
の
一
つ
の
主
た
る
原
型
と
な
っ
て
い
た
の
は
︑﹁
預
言
書
は
常
に
余
を
し
て
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余
の
日
本
国
を
真
実
に
愛
さ
し
め︵

32
︶﹂
と
い
っ
た
公
的
活
動
の
初
期
︵
一
八
九
一
年
︶
の
告
白
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

預
言
者
は
主
に
自
国
や
そ
の
周
囲
の
国
に
向
か
っ
て
警
告
を
発
し
︑
人
民
や
権
力
者
に
強
い
倫
理
的
反
省
を
促
す
存
在
で
あ
っ
た
が
︑
内

村
に
お
け
る
﹁
愛
国
者
﹂
と
し
て
の
活
動
︑
と
く
に
そ
の
批
評
的
活
動
も
︑
そ
う
し
た
人
間
像
を
か
た
ど
っ
た
よ
う
な
も
の
︑
普
遍
的
な

正
義
の
達
成
を
諸
方
面
に
等
し
く
要
求
す
る
︑
そ
う
し
た
決
意
を
反
映
す
る
言
論
活
動
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
︒

　

内
村
に
よ
り
﹁
革
命
家
﹂
と
も
目
さ
れ
て
い
た
預
言
者
は
︑
ま
ず
も
っ
て
国
民
・
国
家
の
現
状
や
行
く
末
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
う
性
質
を
も
つ
︒
し
か
し
そ
の
﹁
国
家
的
観
念
﹂
は
世
間
一
般
の
そ
れ
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
︒

　

預
言
者
も
イ
エ
ス
も
彼
の
弟
子
等
も
決
し
て
非
国
家
的
で
は
な
か
つ
た
︑
彼
等
は
実
に
激
烈
に
国
家
的
で
あ
つ
た
︑
唯
前
に
述
べ

た
通
り
︑
彼
等
は
世
人
と
全
く
異
り
た
る
方
面
に
向
て
其
国
家
的
観
念
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
︑
神
が
各
人
に
其
国
を
与
へ
給
ひ
し

︵
30
︶ 

﹁
国
家
的
罪
悪
と
神
の
裁
判　

亜
麼
士
書
一
章
二
章
の
研
究
﹂︵
一
九
一
九
年
︑﹃
全
集
﹄
二
四
巻
︑
四
七
〇
頁
︶︒
な
お
︑
こ
の
文
章
の
基
に
な
っ

た
講
演
は
一
九
一
八
年
の
一
二
月
一
日
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
よ
っ
て
翌
年
三
月
に
朝
鮮
に
お
い
て
﹁
三
一
独
立
運
動
﹂
が
︑
五
月
に
北
京
に
お
い

て
﹁
五
四
運
動
﹂
が
起
こ
る
時
代
背
景
と
合
わ
せ
て
読
む
べ
き
だ
ろ
う
︒
内
村
自
身
︑
講
演
後
の
感
想
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
日

本
国
も
亦
悔
改
め
ず
し
て
其
犯
せ
し
又
犯
し
つ
ゝ
あ
る
国
家
的
罪
悪
に
対
す
る
適
当
な
る
刑
罪
よ
り
免
る
ゝ
能
は
ず
と
断
言
し
た
︑
非
常
に
緊
張

し
た
る
講
演
で
あ
つ
た
︑
聴
衆
は
如
何
に
感
じ
た
か
解
ら
な
い
︑
余
自
身
は
能
く
も
斯
く
思
切
つ
て
言
ひ
た
り
と
思
て
反
て
愉
快
で
あ
つ
た
﹂

︵﹁
日
記
﹂﹃
全
集
﹄
三
三
巻
︑
三
九
頁
︶︒

︵
31
︶ 

﹁
文
士
と
神
学
者
﹂︵
一
九
〇
六
年
︑﹃
全
集
﹄
一
四
巻
︑
三
一
九
頁
︶︒

︵
32
︶ 

﹁
我
が
信
仰
の
表
白
﹂﹃
六
合
雑
誌
﹄
一
三
一
号
︵
一
八
九
一
年
︑﹃
全
集
﹄
一
巻
︑
二
一
一
頁
︶︒
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は
彼
が
之
を
愛
し
之
と
共
に
発
達
せ
ん
た
め
で
あ
る
︑
人
は
誠
に
其
国
を
愛
し
て
己
を
愛
す
る
の
で
あ
る
︑
国
は
自
己
の
一
部
分
で

あ
つ
て
︑
国
を
疎
じ
て
彼
は
自
己
を
疎
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
︑︹
中
略
︺
愛
国
心
は
国
の
た
め
に
の
み
必
要
で
な
い
︑
又
自
己
の
た
め

に
必
要
で
あ
る
︑﹁
我
は
国
家
な
り
﹂
と
の
仏
王
路
易
第
十
四
世
の
言
葉
は
其
聖
き
高
き
意
味
に
於
て
亦
我
等
各
自
に
も
適
用
す
べ

き
者
で
あ
る
︒   

　

イ
エ
ス
の
弟
子
と
な
り
て
愛
国
心
は
之
を
去
る
べ
き
で
な
い
︑
之
を
聖
む
べ
き
で
あ
る
︑
世
の
人
は
威
を
以
て
宇
内
を
圧
伏
せ
ん

と
す
る
が
故
に
︑
我
等
は
愛
を
以
て
之
を
導
化
せ
ん
と
す
べ
き
で
あ
る︵

33
︶

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
﹁
国
家
的
﹂
と
い
う
言
葉
の
理
解
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
そ
れ
は
あ
く
ま
で
﹁
自
己
﹂
に
と
っ
て
﹁
国

家
﹂
が
そ
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
理
解
︑﹁
自
己
﹂
に
と
っ
て
国
家
は
神
的
に
委
ね
ら
れ
た
作
為
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
︑﹁
自
己
﹂
起

点
の
個
人
中
心
的
国
家
理
解
で
あ
っ
た
と
読
み
取
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
自
己
の
発
達
の
た
め
に
も
︑
国
家
を
正
し
く
導
く
必
要
が
あ

る
︑
と
い
う
気
概
が
他
者
個
人
に
伝
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
国
家
内
在
的
な
視
点
か
ら
で
は
な
く
︑
国

家
を
超
越
し
た
視
座
に
自
己
を
置
い
て
国
家
存
在
を
限
定
的
に
把
握
す
る
と
い
う
思
索
で
あ
る
︒
国
家
観
念
や
国
家
内
在
的
な
教
え
が
︑

自
己
の
全
て
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
︒
国
家
の
成
り
立
ち
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
︑
こ
う
い
う
方
面
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
国
家
へ
の
全
的
奉
仕
や
没
入
的
一
体
化
で
は
な
く
︑﹁
共
に
発
達
せ
ん
﹂
と
い
う
︑
自
己
と
横
並
び
的
な
存
在
へ
の
愛
の
可
能
性
が

確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　

内
村
が
預
言
者
か
ら
学
ん
だ
愛
国
心
と
は
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
彼
は
日
露
戦
争
後
︑
巷
で
増
長
す
る
自

己
自
慢
︑
自
己
拡
大
の
系
の
愛
国
心
を
退
け
る
か
の
よ
う
に
︑
次
の
よ
う
な
宣
言
を
行
っ
て
い
る
︒
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我
は
我
が
愛
す
る
斯
国
を
今
日
直
に
済
ひ
得
ざ
る
べ
し
︑
然
れ
ど
も
我
は
百
年
又
は
千
年
の
後
に
之
を
済
ふ
の
基
を
置
え
ん
と
欲

す
︑
我
が
小
な
る
事
業
が
救
済
の
功
を
奏
す
る
ま
で
に
は
我
国
は
幾
回
と
な
く
亡
ぶ
る
事
も
あ
ら
ん
︑
然
れ
ど
も
我
は
永
久
の
磐
の

上
に
築
て
時
の
変
遷
を
懼
れ
ざ
る
べ
し
︑
我
は
我
国
を
世
々
の
磐
な
る
我
神
に
委
せ
ん
︑
世
の
政
治
家
の
如
く
に
あ
ら
ず
し
て
︑
預

言
者
の
如
く
に
︑
使
徒
の
如
く
に
︑
大
詩
人
の
如
く
に
︑
大
哲
学
者
の
如
く
に
︑
永
遠
の
真
理
を
講
じ
て
永
遠
に
我
国
を
救
ふ
の
道

を
講
ぜ
ん
︒︵

34
︶

　

こ
こ
で
は
日
露
戦
争
後
の
日
本
社
会
の
気
風
や
諸
政
策
を
見
た
上
で
の
︑
国
家
の
内
発
的
な
改
善
策
の
放
棄
が
う
た
わ
れ
て
お
り
︑
国

家
を
外
よ
り
見
下
ろ
す
よ
う
な
視
点
か
ら
︑
国
家
の
幾
た
び
も
の
滅
び
の
可
能
性
を
見
据
え
る
姿
勢
が
表
明
さ
れ
て
い
る
︒
国
家
は
神
と

我
に
挟
ま
れ
た
存
在
で
あ
っ
て
︑
我
が
神
に
そ
れ
を
委
ね
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
内
在
・
内
発
的
で
自
己
治
療
不
可
能
な
病
勢
を
根
本
的

に
癒
す
べ
き
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
︒
国
家
観
念
へ
の
没
我
的
な
服
従
と
い
っ
た
姿
勢
は
︑
内
村
の
採
用
す
る
預
言
者
の
愛
国
心

に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
愛
国
心
と
預
言
者
と
の
結
び
つ
き
は
︑
次
に
見
る
よ
う
に
︑
彼
の
青
年
時
代
の
渡
米
時
に
は
既
に
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒

︵
33
︶ 

﹁
イ
エ
ス
の
愛
国
心
﹂︵
一
九
一
〇
年
︑﹃
全
集
﹄
一
七
巻
︑
三
〇
九
頁
︶︒

︵
34
︶ 

﹁
我
が
愛
国
心
﹂︵
一
九
〇
八
年
︑﹃
全
集
﹄
一
五
巻
︑
三
一
八
頁
︶︒
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余
は
彼
れ
ケ
ル
リ
ン
氏
の
庇
保
す
る
所
と
な
り
て
︑
彼
れ
︵
余
の
旧
き
聖
書
︶
と
共
に
二
年
の
有
益
な
る
日
月
を
此
慈
善
病
院
に
経

過
せ
り
︑︹
中
略
︺
余
は
青
草
の
上
に
︑
或
ひ
は
緑
蔭
の
下
に
余
の
携
へ
来
り
し
友
人
と
共
に
ユ
ダ
国
古
代
の
聖
徒
に
就
て
学
べ

り
︑
余
は
特
に
耶エ

レ

ミ

ヤ

利
米
亜
記
を
此
所
に
於
て
読
め
り
︑
余
は
彼
れ
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
と
共
に
泣
け
り
︑︹
中
略
︺

　
　
　

あ
ゝ
我
れ
我
首
を
水
と
な
し
︑
我
目
を
涙
の
泉
と
な
す
こ
と
を
得
ん
も
の
を
︑

と
︵
耶
利
米
亜
記
九
章
一
節
︶︑
余
は
赤
色
イ
ン
キ
を
以
て
耶
利
米
亜
記
の
終
り
に
左
の
如
く
記
入
せ
り
︵
日
本
文
に
て
︶︑
明
治

十
八
年
五
月
廿
九
日
米
国
エ
ル
ウ
ヰ
ン
に
於
て
之
を
読
み
終
る
︑
我
が
心
思
を
動
か
す
こ
と
甚
だ
し
︑
一
国
の
興
敗
︑
愛
国
者
の
困

難
︑
一
々
我
が
心
魂
に
徹
す
︑
願
く
は
将
来
国
の
た
め
に
計
る
に
及
ん
で
大
に
益
す
る
所
あ
ら
ん
こ
と
を
︒︵

35
︶

　
﹁
一
国
の
興
敗
︑
愛
国
者
の
困
難
﹂
の
映
像
は
︑
内
村
が
公
的
知
識
人
と
し
て
活
躍
す
る
以
前
に
︑
預
言
書
の
愛
読
を
通
じ
て
先
採
ら

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
米
国
で
預
言
書
に
促
さ
れ
︑
形
成
さ
れ
た
愛
国
心
も
︑
日
本
に
帰
国
後
に
は
時
代
に
特
有
の
主

調
︵
欧
化
主
義
や
国
粋
主
義
な
ど
︶
に
お
け
る
そ
れ
と
の
質
の
差
を
感
じ
る
こ
と
が
多
く
︑
諸
場
面
で
衝
突
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
が
明

治
二
〇
年
代
︑
教
員
時
代
の
内
村
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
彼
は
預
言
者
の
愛
国
心
を
自
己
の
も
の
と
し
て
保
持
す
る
こ
と
に
倦
む
こ
と
な
く
︑

そ
の
類
の
愛
国
心
が
国
民
的
に
一
般
化
さ
れ
る
よ
う
︑
熱
心
に
普
及
す
る
仕
事
を
選
ん
だ
︒
彼
の
最
初
の
聖
書
注
解
書
﹃
貞
操
美
談 　

路

得
記
﹄︵
一
八
九
三
年
︶
に
お
い
て
も
︑
預
言
者
の
愛
国
心
に
つ
い
て
の
啓
蒙
は
さ
り
げ
な
く
行
わ
れ
て
い
た
︒

　

常
に
預
言
者
を
迫
害
せ
し
も
の
は
猶
太
人
な
り
︑
常
に
彼
等
を
庇
保
せ
し
も
の
は
異
邦
人
な
り
し
︵
ダ
ビ
デ
︑
エ
リ
ヤ
等
の
例
を

考
へ
よ
︶︑
故
に
預
言
者
は
熱
心
な
る
愛
国
者
た
る
に
関
せ
ず
常
に
異
邦
人
の
弁
護
者
の
位
置
に
立
ち
て
猶
太
人
民
を
誹
謗
せ
り
︑
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基
督
は
実
に
平
民
貧
民
異
教
人
種
の
特
別
な
る
友
人
と
し
て
現
は
れ
た
り︵

36
︶

　

預
言
者
は
国
家
中
心
的
愛
国
心
が
全
盛
な
中
︑
人
類
普
遍
主
義
を
基
礎
に
す
る
愛
国
心
を
そ
れ
に
対
峙
す
る
が
︑
そ
れ
は
具
体
的
に
は

﹁
異
邦
人
﹂
的
な
他
者
の
視
点
を
取
る
こ
と
を
選
ば
せ
る
と
い
う
︒
そ
れ
が
︑
キ
リ
ス
ト
の
系
と
し
て
︑
世
間
一
般
の
迫
害
を
喚
起
す
る

よ
う
な
革
命
的
・
異
端
的
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
い
つ
の
世
︑
ど
の
社
会
に
お
い
て
も
﹁
常
に
﹂
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︑
と
の
理

解
が
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
︒

　

内
村
が
そ
う
し
た
迫
害
を
意
識
し
な
が
ら
も
︑
自
ら
真
理
と
信
じ
る
国
家
観
念
や
愛
国
心
を
民
衆
に
明
示
す
る
必
要
を
感
じ
た
の
は
︑

日
露
戦
争
勃
発
の
暗
雲
が
立
ち
込
め
る
時
期
で
あ
っ
た
︒
内
村
は
こ
の
時
︑
古
代
ユ
ダ
王
国
が
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
よ
っ
て
壊
滅
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
時
期
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
︑
預
言
者
ハ
バ
ク
ク
の
研
究
を
﹃
聖
書
之
研
究
﹄
に
連
載
し
て
い
た
︒
そ
の
預
言
者
の
境
位
を
内

村
自
ら
の
そ
れ
に
重
ね
な
が
ら
︑
彼
は
次
の
よ
う
に
︑
危
機
の
時
代
に
持
つ
べ
き
愛
国
心
の
あ
り
さ
ま
を
一
般
読
者
に
告
知
し
た
の
だ
っ

た
︒　

預
言
者
は
神
の
聖
霊
を
接
け
し
愛
国
者
な
り
︑
彼
れ
は
多
く
個
人
の
救
済
に
就
て
説
か
ず
︑
主
と
し
て
国
民
の
運
命
に
就
て
語

る
︑
彼
の
題
目
は
世
界
の
歴
史
な
り
︑
国
民
の
上
に
顕
は
る
ゝ
神
の
裁
判
な
り
︑
而
か
も
彼
は
希
望
な
く
し
て
語
ら
ず
︑
彼
は
暗
黒

︵
35
︶ 

﹁
余
の
旧
き
聖
書
よ
り
﹂︵
一
九
〇
六
年
︑﹃
全
集
﹄
一
四
巻
︑
三
三
頁
︶︒

︵
36
︶ 

﹃
貞
操
美
談　

路
得
記
﹄︵
一
八
九
三
年
︑﹃
全
集
﹄
二
巻
︑
二
九
六
頁
︶︒
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の
彼
方
に
常
に
大
な
る
光
明
を
認
む
︑
彼
の
憤
怒
の
激
烈
な
る
は
彼
に
燃
る
の
愛
心
あ
れ
ば
な
り
︑
彼
は
推
理
せ
ず
︑
直
に
神
の
霊

に
触
れ
て
語
た
る
︑
彼
に
哲
学
的
説
明
あ
る
な
し
︑
直
感
的
確
信
あ
り
︑
彼
が
伝
ふ
る
真
理
の
証
明
は
単
に
彼
の
焼
く
が
如
き
熱
心

に
存
す︵

37
︶

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
﹁
彼
の
題
目
は
世
界
の
歴
史
な
り
︑
国
民
の
上
に
顕
は
る
ゝ
神
の
裁
判
な
り
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︒
ハ
バ
ク
ク

が
︑
自
国
ユ
ダ
が
自
身
内
部
の
罪
が
原
因
で
︑
神
が
用
い
る
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
よ
っ
て
壊
滅
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
︑
内
村
も
迫
り
く

る
ロ
シ
ア
に
で
は
な
く
︑
自
ら
の
国
内
部
の
罪
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
る
よ
う
日
本
国
民
に
迫
る
姿
勢
を
こ
こ
で
呈
示
し
た
か
ら
で
あ

る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
に
対
す
る
悔
い
改
め
を
経
れ
ば
︑
試
練
の
時
に
も
必
ず
や
﹁
暗
黒
の
彼
方
に
﹂﹁
大
な
る
光
明
を
認
む
﹂
こ
と
が
可

能
と
な
る
︑
と
預
言
書
で
は
ほ
ぼ
定
式
に
な
っ
て
い
る
希
望
的
展
開
を
も
合
わ
せ
て
告
知
す
る
︱
︱
そ
れ
が
預
言
者
の
﹁
訓
慰
師
﹂
と
し

て
の
役
目
と
さ
れ
て
い
た
︱
︱
の
を
忘
れ
て
い
な
い
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
よ
う
な
方
法
で
預
言
者
の
愛
国
心
を
︑
国
民
一
般
の
も
の
と
す
る
よ
う
啓
蒙
す
る
内
村
に
と
っ
て
最
も
厄
介
な
の

は
︑
預
言
者
に
共
通
な
視
点
で
あ
る
普
遍
的
な
正
義
・
人
道
へ
の
感
性
を
埋
没
さ
せ
︑
自
国
だ
け
は
何
の
反
省
も
い
ら
な
い
か
の
よ
う
な

自
讃
的
な
言
動
に
よ
っ
て
︑
国
民
の
人
気
を
取
り
付
け
よ
う
と
す
る
﹁
当
時
の
愛
国
論
者
﹂
一
般
で
あ
っ
た
︒
内
村
は
こ
の
よ
う
な
一
群

を
も
っ
て
︑
や
は
り
﹃
聖
書
﹄
の
預
言
者
時
代
の
記
述
に
重
ね
合
わ
せ
て
﹁
偽
預
言
者
﹂
と
名
指
し
し
︑
厳
し
く
断
罪
す
る
の
で
あ
る
︒

蘇
国
有
名
の
聖
書
学
者
故
Ａ
︑
Ｂ
︑
デ
ビ
ツ
ド
ソ
ン
氏
曾
て
其
預
言
論
に
於
て
述
べ
て
曰
く
︑﹁
偽
の
預
言
者
と
は
他
な
し
︑
当
時

の
愛
国
論
者
な
り
﹂
と
︑
即
ち
民
の
徳
を
称
へ
て
其
罪
を
鳴
ら
さ
ず
︑
国
の
栄
光
を
謳
ふ
て
其
汚
辱
を
責
め
ざ
り
し
者
︑
是
れ
当
時
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の
愛
国
者
に
し
て
今
日
吾
人
の
称
す
る
偽
の
預
言
者
な
り
と
︑
依
て
知
る
真
の
預
言
者
の
当
時
の
乱
臣
国
賊
な
り
し
こ
と
を
︑
此

言
︑
以
て
何
れ
の
時
代
に
於
け
る
も
︑
預
言
者
の
真
偽
を
判
分
つ
た
め
の
信
憑
す
べ
き
標
準
と
し
て
用
ふ
る
を
得
べ
し
︒︵

38
︶

　

内
村
に
お
い
て
︑
本
当
の
預
言
者
は
誰
か
と
問
う
こ
と
と
︑
本
当
の
愛
国
者
は
誰
か
と
問
う
こ
と
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で

は
︑
国
の
来
た
る
べ
き
真
の
復
興
の
た
め
に
︑
現
状
の
﹁
吾
人
﹂
に
対
し
て
は
悪
事
を
包
み
隠
す
こ
と
な
く
厳
し
く
指
摘
す
る
︑
と
い
う

姿
勢
こ
そ
真
の
預
言
者
の
採
る
べ
き
道
と
さ
れ
て
い
る
︒
内
村
の
愛
国
心
は
︑
こ
う
し
て
自
ら
の
属
す
る
︑
そ
し
て
自
ら
の
一
部
と
も

な
っ
て
い
る
国
家
を
冷
静
に
観
察
し
︑
そ
の
発
見
さ
れ
た
道
徳
的
腐
敗
は
見
逃
さ
ず
︑
そ
れ
に
対
す
る
反
省
と
改
善
の
処
置
を
と
る
︑
と

い
う
強
い
自
己
批
判
か
ら
出
発
し
て
い
る
︒
そ
う
し
た
自
己
の
堕
落
を
認
め
︑
そ
の
批
判
の
視
座
に
と
ど
ま
る
姿
勢
か
ら
し
て
既
に
︑

﹁
神
に
依
る
﹂
と
い
う
選
択
の
結
果
で
も
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
に
は
注
目
さ
れ
る
︒

　

偽
の
宗
教
は
偽
の
預
言
者
と
同
じ
く
常
に
浅
く
民
の
傷
を
医
し
︑
平
康
か
ら
ざ
る
に
平
康
︑
平
康
と
云
ふ
者
で
あ
り
ま
す
︵
耶
利

米
亜
記
六
章
十
四
節
︶
人
類
堕
落
の
教
義
は
確
か
に
神
の
黙
示
の
一
で
あ
り
ま
す
︑
神
に
依
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
我
儕
は
我
儕
の
堕
落

を
さ
へ
充
分
に
知
る
こ
と
の
出
来
な
い
者
で
あ
り
ま
す︵

39
︶

︵
37
︶ 

前
掲
﹁
預
言
者
哈は
ば
く
く

巴
谷
の
声
﹂︑
四
六
七
頁
︒

︵
38
︶ 

﹁
偽
の
預
言
者
﹂︵
一
九
〇
四
年
︑﹃
全
集
﹄
一
二
巻
︑
三
二
二
︱
三
頁
︶︒

︵
39
︶ 

﹁
人
類
の
堕
落
﹂︵
一
九
〇
四
年
︑﹃
全
集
﹄
一
二
巻
︑
二
一
〇
頁
︶︒
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こ
こ
に
来
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
偽
預
言
者
﹂
な
い
し
は
同
時
代
の
﹁
裏
切
り
の
知
識
人︵

40
︶﹂
と
の
全
面
対
決
は
必
至
と
な
る
︒
内
村
が

偽
預
言
者
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
際
に
使
わ
れ
る
言
論
ス
タ
イ
ル
の
最
た
る
も
の
は
︑
偽
預
言
者
は
早
晩
︑
国
を
亡
ぼ
す
の
に
力
を
貸
す

と
い
う
﹁
亡
国
預
言
﹂
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
時
代
的
な
価
値
で
あ
る
富
国
強
兵
策
の
推
進
を
も
っ
て
国
家
内
部
の
正
義
・
道
徳
問
題
に

目
を
つ
ぶ
り
︑
そ
の
偽
り
の
平
和
に
甘
ん
じ
よ
う
と
す
る
為
政
者
や
愛
国
者
に
つ
い
て
︑
彼
は
偽
預
言
者
の
所
業
に
注
意
せ
よ
︑
と
呼
び

か
け
る
の
で
あ
る
︒

人
の
為
め
と
言
へ
ば
多
く
は
彼
の
衣
食
の
途
を
立
て
る
事
を
称
ひ
︑
国
の
為
め
と
言
へ
ば
多
く
は
富
国
強
兵
を
称
ふ
︑
然
し
な
が
ら

人
は
必
し
も
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
者
で
な
く
︑
国
は
必
し
も
富
と
兵
と
の
上
に
立
つ
者
で
な
い
︑
或
る
時
は
人
を
苦
境
に
置
く

事
が
彼
の
為
め
で
あ
つ
て
︑
亦
或
る
時
は
国
を
耻
辱
の
淵
に
沈
め
る
の
が
之
を
其
真
正
の
栄
華
に
導
く
の
途
で
あ
る
︑
か
の
慈
善
家

と
云
ひ
︑
愛
国
家
と
云
ひ
︑
彼
等
の
多
く
は
善
き
老
婆
の
種
類
で
外
な
い
︒                

　

今
の
時
に
方
つ
て
平
和
を
予
言
す
る
者
は
偽
は
り
の
預
言
者
で
あ
る
︑
何
故
に
国
の
為
め
に
大
胆
に
事
実
有
の
儘
を
預
言
し
な
い

乎
︑
何
故
に
国
民
に
偽
は
り
の
希
望
を
供
し
て
其
復
活
の
時
期
を
遅
く
す
る
乎
︑
秋
の
木
梢
に
一
日
も
長
く
枯
葉
を
留
め
置
か
ん
と

す
る
老
婆
的
愛
国
家
は
春
陽
来
復
の
期
を
そ
れ
丈
け
遅
く
す
る
者
で
あ
る
︒︵

41
︶

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
﹁
国
は
必
し
も
富
と
兵
と
の
上
に
立
つ
者
で
な
い
﹂﹁
或
る
時
は
国
を
耻
辱
の
淵
に
沈
め
る
の
が
之
を
其
真
正
の
栄

華
に
導
く
の
途
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
の
逆
説
的
な
通
知
こ
そ
が
︑﹁
偽
預
言
者
﹂
に
は
耐
え
が
た
く
︑
真
正
の
預
言
者
を
﹁
乱
臣
国
賊
﹂

と
罵
ら
せ
る
主
要
因
で
あ
る
︒
し
か
し
預
言
者
の
物
語
で
は
︑﹁
偽
預
言
者
﹂
は
そ
の
﹁
事
実
有
の
儘
﹂
の
権
威
に
よ
っ
て
︑
早
晩
︑
そ
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の
説
明
の
辻
褄
が
合
わ
な
く
な
り
︑
や
が
て
来
た
る
国
家
の
滅
亡
と
と
も
に
︑
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
の
退
場
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
︒

　

内
村
に
と
っ
て
こ
の
﹁
偽
預
言
者
﹂
は
︑
そ
の
公
的
言
論
活
動
に
お
い
て
危
機
意
識
を
伴
い
つ
つ
︑
社
会
の
多
様
な
局
面
で
発
見
さ
れ

る
人
物
群
と
な
っ
て
い
た
が
︑
と
り
わ
け
日
露
戦
争
前
に
は
︑
彼
の
国
政
へ
の
意
識
が
軍
事
的
拡
大
の
問
題
に
焦
点
が
合
い
︑
次
の
よ
う

な
﹁
亡
国
預
言
﹂
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

滅
亡
で
す
︑
日
本
国
の
滅
亡
は
決
し
て
空
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︑
大
隈
伯
の
や
う
な
虚
言
吐
が
大
政
党
の
首
領
で
あ
り
︑
其
下
に
は

奸
物
が
群
を
為
し
て
国
政
を
弄
ん
で
居
る
の
で
あ
り
ま
す
︑
政
治
的
の
日
本
に
一
縷
の
希
望
の
な
い
の
は
決
し
て
怪
し
む
に
足
り
ま

せ
ん
︑
故
に
真
正
の
憂
国
者
は
預
言
者
ヱ
レ
ミ
ヤ
の
言
を
藉
り
て
泣
く
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
　

 

あ
ゝ
我
れ
我
が
首
を
水
と
な
し
︑
我
が
目
を
涙
の
泉
と
な
す
こ
と
を
得
ん
も
の
を
︑
我
が
国
民
の
燼
滅
を
思
う
て
我
は
昼
夜
哭

か
ん
も
の
を
︵
耶
利
米
亜
記
九
章
一
節
︶ 

後
は
唯
一
撃
で
あ
り
ま
す
︑
此
海
軍
が
無
く
な
れ
ば
日
本
国
は
無
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︑
此
陸
軍
が
無
く
な
れ
ば
迹
に
は
国
家
ら

し
き
国
家
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︑
国
民
的
理
想
の
あ
る
の
で
は
な
く
︑ 

深
い
高
い
聖
い
希
望
と
歓
喜
と
生
命
と
の
あ
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
︑
実
に
心
細
い
極
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒︵

42
︶

︵
40
︶ Benda, Julien, La trahison des clercs, Paris, B. G

rasset, 1975. ( The Treason of the Intellectuals, w
ith a new

 introduction by Roger 
K

im
ball, translated by Richard A

ldington, N
ew

 Brunsw
ick, N

.J., Transaction Publishers, 2007.)

︵
41
︶ 

﹁
国
と
人
と
を
救
ふ
者
﹂︵
一
九
〇
〇
年
︑﹃
全
集
﹄
八
巻
︑
五
五
七
頁
︶︒

︵
42
︶ 

﹁
失
望
と
希
望
︵
日
本
国
の
先
途
︶﹂︵
一
九
〇
三
年
︑﹃
全
集
﹄
一
一
巻
︑
五
五
頁
︶︒
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日
清
戦
争
後
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
活
動
を
通
じ
て
日
本
の
軍
事
的
拡
大
を
批
判
し
続
け
た
内
村
は
︑
い
よ
い
よ
預
言
者
の
公
的
姿
勢
を

模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
平
和
主
義
で
い
か
な
け
れ
ば
国
は
亡
ぶ
︑
と
い
う
確
固
と
し
た
主
張
を
練
り
上
げ
︑
そ
れ
を
日
露
戦
中
・
戦

後
に
わ
た
り
積
極
的
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
先
に
﹁
偽
預
言
者
﹂
が
国
内
の
平
和
を
ね
つ
造
す
る
こ
と
の
批
判
に
用
い
ら
れ
た

預
言
者
の
ス
タ
イ
ル
は
︑
今
度
は
︑
国
際
的
な
単
位
で
平
和
主
義
を
推
進
す
る
目
的
の
も
と
で
引
き
続
き
採
用
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
︒

５　
戦
争
と
平
和
―
―
預
言
者
の
平
和
主
義

　

明
治
期
内
村
が
︑﹃
聖
書
﹄
に
依
拠
す
る
普
遍
主
義
の
徹
底
の
末
に
見
出
し
た
の
が
非
戦
論
で
あ
り
︑
そ
れ
を
核
に
す
る
と
こ
ろ
の
平

和
主
義
で
あ
る
︒
内
村
の
非
戦
論
は
日
清
戦
争
後
︑
次
第
に
そ
の
形
成
を
見
︑
日
露
戦
争
前
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
発
表
さ
れ
た
︵
43
︶︒
彼

は
日
露
戦
争
中
に
既
に
預
言
者
の
言
葉
を
借
り
て
︑
繰
り
返
さ
れ
る
戦
争
の
果
て
に
訪
れ
る
と
さ
れ
る
︑
地
上
の
平
和
国
家
に
つ
い
て
の

ビ
ジ
ョ
ン
を
披
露
し
て
い
る
︒

　

聖
書
の
供
す
る
第
三
の
希
望
は
万
物
復
興
の
希
望
で
あ
る
︹
中
略
︺
博
物
学
者
ル
イ
ア
ガ
シ
の
待
望
せ
し
﹁
完
全
せ
る
天
然
界
﹂

は
聖
書
の
約
束
す
る
希
望
で
あ
る
︑
真
個
の
楽
園
と
は
前
に
在
つ
た
も
の
で
は
な
く
し
て
後
に
来
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︑
預
言
者
イ

ザ
ヤ
の
夢
想
せ
し
山
と
岡
と
は
声
を
放
ち
て
前
に
歌
ひ
︑
野
に
あ
る
木
は
皆
な
手
を
拍
た
ん
︵
賽
五
五
〇
十
二
︶
と
の
喜
ば
し
き
天

地
は
我
儕
が
事
実
と
し
て
待
ち
望
む
も
の
で
あ
る
︒︵

44
︶
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内
村
が
こ
こ
で
引
い
て
い
る
﹁
イ
ザ
ヤ
書
﹂
の
平
和
預
言
は
︑
彼
が
折
に
触
れ
て
何
度
か
言
及
し
た
も
の
で
あ
り
︑
内
村
の
将
来
の
平

和
国
家
の
基
礎
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
内
村
は
日
露
戦
争
後
︑
い
く
つ
か
の
平
和
を
望
む
預
言
を
核
と

し
て
︑﹃
聖
書
﹄
の
基
幹
的
な
思
想
は
平
和
主
義
で
あ
る
︑
と
の
理
解
を
一
層
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
彼
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う

な
形
で
提
出
し
て
い
る
︒

　

基
督
教
は
如
何
い
ふ
質
の
宗
教
で
あ
る
乎
と
問
ふ
に
︑
先
づ
第
一
に
基
督
教
は
平
和
の
宗
教
で
あ
る
︑
其
点
に
於
て
基
督
教
は
全

く
神
道
又
は
回
々
教
と
其
質
を
異
に
し
て
居
る
︑
其
旧
約
聖
書
時
代
に
於
て
多
少
武
力
を
用
ひ
な
い
で
は
な
か
つ
た
が
︑
然
し
其
創

立
の
最
初
よ
り
平
和
好
き
の
宗
教
で
あ
つ
た
︑
特
に
キ
リ
ス
ト
の
福
音
と
な
つ
て
よ
り
は
︑
全
然
武
力
の
使
用
を
禁
ず
る
に
至
つ

た
︑
神
は
預
言
者
ホ
ゼ
ヤ
を
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
告
げ
て
言
は
し
め
た
︑    

　
　
　

 

我
は
ユ
ダ
の
家
を
憐
み
て
之
を
救
は
ん
︑
然
れ
ど
我
は
弓
︑
剣
︑
戦
争
︑
馬
︑
騎
兵
な
ど
に
由
り
て
救
ふ
こ
と
を
せ
じ

︵
何
西
阿
書
一
章
七
節
︶

と
︑
基
督
教
と
戦
争
と
は
最
も
不
釣
合
の
も
の
で
あ
る
︑
基
督
信
者
に
し
て
戦
争
を
弁
護
す
る
者
は
自
己
の
宗
教
を
破
壊
す
る
も
の

で
あ
る
︑
深
く
聖
書
を
究
め
し
者
に
し
て
︑
武
力
を
以
て
正
義
を
維
持
せ
ん
と
す
る
が
如
き
も
の
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒︵

45
︶

︵
43
︶ 

内
村
の
非
戦
論
の
詳
細
に
関
し
て
は
︑
千
葉
眞
﹁
内
村
鑑
三
︱
︱
非
戦
の
論
理
と
そ
の
特
質
﹂︵
日
本
政
治
学
会
︵
編
︶﹃
政
治
思
想
史
に
お
け
る

平
和
の
問
題
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
年
︶
九
五
︱
一
一
二
頁
を
参
照
︒

︵
44
︶ 

﹁
聖
書
に
所
謂
る
希
望
﹂︵
一
九
〇
四
年
︑﹃
全
集
﹄
一
二
巻
︑
二
五
〇
頁
︶︒

︵
45
︶ 

﹁
基
督
教
の
性
質
﹂︵
一
九
〇
八
年
︑﹃
全
集
﹄
一
五
巻
︑
四
〇
五
頁
︶︒
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内
村
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
﹁
基
督
教
は
平
和
の
宗
教
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
実
証
的
に
観
る
と
あ
ま
り
信
憑
性
の
な
い
言
葉
と
い
う
こ

と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
彼
が
言
う
の
は
︑﹃
聖
書
﹄
の
記
録
・
指
針
に
見
ら
れ
る
原
理
に
則
れ
ば
︑
と
い
う
こ
と
を
指
す
︒

内
村
は
こ
こ
で
︑
年
来
︑
彼
流
の
普
遍
主
義
の
最
も
核
に
あ
っ
た
﹁
正
義
﹂
と
い
う
価
値
概
念
に
対
し
て
︑
い
よ
い
よ
明
確
に
﹁
平
和
﹂

と
い
う
概
念
を
そ
の
上
位
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
︒
こ
れ
は
彼
の
個
人
史
に
お
い
て
も
︑
画
期
的
な
思
想
の
発
展
で
あ
っ
た
と
み
て
よ

い
︒
内
村
に
と
っ
て
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑﹃
聖
書
﹄
の
中
の
言
葉
以
上
の
権
威
は
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑hum

anity

︵
人
ら
し
さ
・
人

道
︶
の
感
性
に
よ
っ
て
予
感
さ
れ
て
い
た
平
和
主
義
が
︑﹃
聖
書
﹄
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
預
言
に
よ
っ
て
同
意
を
得
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
確
信
に
よ
っ
て
︑
翻
っ
て
全
聖
書
の
記
述
が
︑
そ
の
平
和
主
義
を
核
に
統
合
的
に
読
み
直
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
︒
日
清
戦
争
以
後
︑
内
村
個
人
に
お
い
て
経
験
的
に
培
わ
れ
て
き
た
平
和
主
義
は
︑
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
﹃
聖
書
﹄

の
言
葉
か
ら
の
演
繹
に
よ
っ
て
︑
そ
の
人
類
的
普
遍
性
を
強
固
に
勝
ち
得
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
展
開
が
描
か
れ
よ
う
︒

　

こ
の
平
和
思
想
の
普
遍
性
を
支
え
る
﹃
聖
書
﹄
の
言
葉
の
最
た
る
も
の
は
︑
先
に
も
一
つ
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の
︑
預
言
者
イ
ザ
ヤ
の

そ
れ
で
あ
っ
た
︒
内
村
は
平
和
主
義
確
立
の
た
め
の
国
際
的
な
法
秩
序
︑
と
い
う
主
題
を
真
剣
に
検
討
す
る
に
あ
た
り
︑
そ
の
イ
ザ
ヤ
を

彼
の
同
時
代
に
ま
で
至
る
国
際
平
和
思
想
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
︒

　

茲
に
猶
ほ
法
律
上
の
最
大
問
題
の
解
決
が
残
つ
て
居
る
︑
そ
れ
は
国
際
的
戦
争
廃
止
の
問
題
で
あ
る
︑
法
律
は
既
に
個
人
間
の
私

闘
を
禁
じ
た
︑
国
内
の
戦
争
を
廃
し
た
︑
然
れ
ど
も
未
だ
国
家
間
の
戦
争
を
廃
止
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
︑
然
し
是
れ
と
て
も
決
し

て
為
し
難
い
事
で
は
な
い
︑
法
律
が
此
事
を
成
就
る
ま
で
は
其
最
大
目
的
を
達
し
た
と
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
︑
而
し
て
今
や
世
界

各
国
の
大
法
律
家
は
此
大
問
題
の
決
解
に
熱
注
し
て
居
る
︑
海ハ
ー
グ牙
万
国
平
和
会
議
は
主
と
し
て
法
律
家
の
会
合
で
あ
る
︑
其
外
に
万
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国
々
際
法
協
会
な
る
者
が
あ
る
︑
又
万
国
々
会
協
同
会
な
る
者
が
あ
る
︑
共
に
戦
争
廃
止
平
和
普
及
を
目
的
と
す
る
会
で
あ
つ
て
︑

歳
々
に
其
勢
力
範
囲
を
拡
張
し
つ
ゝ
あ
る
︑
戦
争
廃
止
は
決
し
て
痴
人
の
夢
で
は
な
い
︑
始
め
に
預
言
者
イ
ザ
ヤ
に
由
て
唱
へ
ら

れ
︑ 
爾
後
二
千
七
百
年
︑
常
に
世
界
第
一
流
の
思
想
家
と
実
際
家
と
の
賛
成
を
博
し
来
り
し
理
想
で
あ
る
︑
法
理
学
者
と
し
て
は
グ

ロ
ー
シ
ア
ス
と
ベ
ン
ダ
ム
︑
哲
学
者
と
し
て
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
カ
ン
ト
︑
文
士
と
し
て
は
ル
ッ
ソ
ー
︑
実
行
家
と
し
て
は
ウ
ィ
リ

ヤ
ム
・
ペ
ン
等
は
特
に
其
錚
々
た
る
者
で
あ
る
︑
法
律
最
後
の
勝
利
は
戦
争
廃
止
に
於
て
あ
る︵

46
︶

　

内
村
が
日
露
戦
争
以
後
︑
カ
ン
ト
に
つ
い
て
の
言
及
が
増
え
て
い
く
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
一
九
一
〇
年
の
こ
の
時
点
で

も
︑
前
年
に
読
ん
だ
パ
ウ
ル
ゼ
ン
の
カ
ン
ト
伝
︵Friedrich Paulsen, Im

m
anuel Kant. Sein Leben und seine Lehre., Stuttgart, 

1898

︶
な
ど
を
通
じ
て
そ
の
平
和
思
想
に
関
す
る
独
自
の
考
察
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る︵

47
︶︒
彼
は
こ
こ
で
そ
の
カ
ン
ト
以
後
の

国
際
平
和
組
織
の
活
動
を
見
据
え
な
が
ら
︑
カ
ン
ト
以
前
の
平
和
思
想
の
祖
と
し
て
旧
約
預
言
者
イ
ザ
ヤ
を
読
者
に
紹
介
し
よ
う
と
し
て

い
る
︒
明
治
末
内
村
に
お
け
る
最
大
の
思
想
的
課
題
で
あ
り
︑
ひ
い
て
は
法
律
問
題
に
ま
で
考
察
が
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
国
際
平
和
へ
の

望
み
は
︑
私
淑
す
る
預
言
者
の
言
葉
に
裏
打
ち
さ
れ
て
︑
次
の
よ
う
な
﹁
全
身
を
賭
し
て
﹂
の
﹁
誓
ひ
﹂
と
い
う
文
学
形
式
に
ま
で
昇
華

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

︵
46
︶ 

﹁
基
督
教
と
法
律
問
題
﹂︵
一
九
一
〇
年
︑﹃
全
集
﹄
一
七
巻
︑
二
二
三
頁
︶︒

︵
47
︶ 

﹁
単
独
の
称
賛
﹂︵
一
九
〇
九
年
︑﹃
全
集
﹄
一
六
巻
︑
四
三
三
頁
︶
参
照
︒



(150)

余
は
世
界
の
平
和
は
必
ず
来
る
と
信
ず
る
︑
余
は
預
言
者
の
唱
へ
し     

　
　

 

彼
等
︵
国
民
︶
は
其
剣
を
う
ち
か
へ
て
鋤
と
な
し
︑
其
鎗
を
う
ち
か
へ
て
鎌
と
な
し
︑
国
は
国
に
向
ひ
て
剣
を
あ
げ
ず
︑
戦
闘

の
こ
と
を
再
び
学
ば
ざ
る
べ
し   

と
の
言
の
必
ず
事
実
と
な
り
て
現
は
る
べ
き
を
信
ず
︑︵
以
賽
亜
書
二
章
四
節
︶︑
余
は
戦
争
の
全
廃
を
信
ず
︑
余
は
人
が
軍
人
た
る

を
耻
ぢ
︑
軍
功
が
大
耻
辱
と
し
て
認
め
ら
る
ゝ
時
の
必
然
的
到
来
を
信
ず
︑
世
に
最
も
確
か
な
る
事
は
戦
争
の
必
ず
廃
止
せ
ら

る
ゝ
事
で
あ
る
︑
此
事
は
人
の
必
ず
死
す
る
事
丈
け
そ
れ
丈
け
確
か
で
あ
る
︑
余
が
全
身
を
賭
し
て
誓
ひ
得
る
事
の
一
つ
は
未
来
に

於
け
る
戦
争
廃
止
の
事
で
あ
る
︒︵

48
︶

　

内
村
の
平
和
へ
の
道
筋
に
と
っ
て
現
実
的
に
要
請
さ
れ
て
い
た
の
は
︑
各
国
が
擁
す
る
軍
備
の
廃
止
で
あ
り
︑
中
で
も
国
家
的
膨
張
の

元
凶
と
さ
れ
て
い
た
軍
部
の
縮
小
で
あ
っ
た
︒
彼
は
大
胆
に
も
﹁
軍
人
た
る
を
耻
ぢ
︑
軍
功
が
大
耻
辱
と
し
て
認
め
ら
る
ゝ
時
の
必
然
的

到
来
を
信
ず
﹂
と
そ
の
信
念
を
吐
露
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
︑
日
露
戦
後
︑
軍
人
で
あ
る
こ
と
が
一
層
の
名
誉
で
あ
り
︑
軍
功
こ
そ
が
人

民
に
よ
り
華
々
し
い
評
価
を
勝
ち
得
て
い
た
時
勢
に
対
し
真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
る
こ
と
に
等
し
い
︒
内
村
は
︑
軍
部
の
存
在
の
国
民
的

な
重
視
の
中
で
︑
あ
る
い
は
国
内
治
安
に
対
す
る
一
層
の
統
制
の
高
ま
り
の
中
で
︑
軍
部
や
政
治
が
日
本
に
平
和
を
も
た
ら
す
と
い
っ
た

考
え
は
﹁
誤
解
﹂
で
あ
る
と
し
︑
次
の
よ
う
に
︑
預
言
者
の
言
説
を
借
り
て
軍
部
な
い
し
は
政
治
と
平
和
と
の
関
係
性
を
闡
明
し
よ
う
と

し
た
︒

　

平
和
は
軍
人
に
由
て
来
ら
な
い
︑
然
ら
ば
之
を
政
治
家
の
手
腕
に
待
つ
べ
き
で
あ
る
乎
と
云
ふ
に
︑
是
れ
又
無
益
の
希
望
で
あ
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る
︑
軍
人
は
戦
場
に
勝
敗
を
決
し
︑
政
治
家
は
樽
俎
の
間
に
利
害
を
論
ず
と
云
へ
ば
如
何
に
も
立
派
に
聞
え
て
︑
政
治
家
は
恰
か
も

平
和
の
天
使
で
あ
る
乎
の
や
う
に
思
は
る
れ
ど
も
︑
然
し
事
実
は
決
し
て
爾
う
で
な
い
︑
名
誉
に
駆
ら
れ
︑
利
害
に
動
か
さ
る
ゝ
政

治
家
は
単
に
表
面
の
平
和
を
計
る
に
止
て
︑
永
遠
無
窮
の
平
和
を
持
来
た
す
事
は
出
来
な
い
︑
彼
等
は
誠
に
偽
は
り
の
預
言
者
で
あ

つ
て
︑
浅
く
民
の
傷
を
癒
し
︑
真
個
の
平
和
な
き
時
に
︑
平
和
平
和
と
叫
ぶ
者
で
あ
る
︑
然
り
︑
内
心
の
争
闘
を
蔽
ふ
に
外
面
の
平

和
を
以
て
す
る
彼
等
政
治
家
は
争
闘
を
絶
つ
者
に
あ
ら
ず
し
て
︑
返
て
之
を
増
す
者
で
あ
る︵

49
︶

　
﹁
永
遠
無
窮
の
平
和
﹂
を
将
来
に
見
据
え
る
内
村
に
と
っ
て
︑﹁
浅
く
民
の
傷
を
癒
し
︑
真
個
の
平
和
な
き
時
に
︑
平
和
平
和
と
叫
ぶ
﹂

政
治
家
や
軍
人
た
ち
は
﹁
偽
預
言
者
﹂
の
類
と
し
て
亡
国
の
先
導
者
と
み
な
さ
れ
る
︒
見
ゆ
る
と
こ
ろ
は
こ
の
よ
う
な
指
導
者
た
ち
に

よ
っ
て
国
が
率
い
ら
れ
て
い
る
︑
と
い
う
の
が
帝
国
主
義
隆
盛
の
世
で
内
村
が
見
届
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
指
導
者
た
ち
に
対

峙
さ
せ
る
よ
う
に
︑
彼
が
預
言
者
の
ス
タ
イ
ル
を
借
り
て
導
く
の
が
︑
真
の
平
和
を
持
ち
来
た
ら
す
絶
対
者
の
業わ
ざ

で
あ
る
︒
彼
は
現
実
に

進
行
す
る
︑
国
際
平
和
に
向
け
て
の
列
強
間
の
政
治
的
交
渉
の
経
緯
を
冷
徹
に
見
据
え
て
︑
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
︒

海ハ
ー
グ牙
平
和
会
議
が
其
の
第
一
回
の
会
合
を
終
り
し
や
否
や
︑
其
の
後
に
直
に
起
つ
た
者
は
何
ん
で
あ
つ
た
乎
︑
世
界
の
平
和
か
︑
軍

備
の
縮
少
か
︑
否
な
︑
否
な
︑
日
露
戦
争
の
大
惨
劇
で
あ
つ
た
︑
茲
に
平
和
会
議
の
慫
慂
者
︹
引
用
注
：
イ
ギ
リ
ス
︺
の
同
盟
国

︵
48
︶ 

﹁
世
界
の
平
和
は
如
何
に
し
て
来
る
乎
﹂︵
一
九
一
一
年
︑﹃
全
集
﹄
一
八
巻
︑
二
三
四
頁
︶︒

︵
49
︶ 

同
右
︑
二
三
五
頁
︒
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︹
引
用
注
：
日
本
︺
は
其
主
唱
者
︹
引
用
注
：
ロ
シ
ア
︺
に
向
て
戦
争
を
宣
告
し
︑
而
か
も
他
国
の
領
土
に
於
て
︑
平
和
連
続
の
希

望
を
以
て
開
か
れ
し
第
二
十
世
紀
の
第
一
回
の
大
戦
争
は
闘
は
れ
た
の
で
あ
る
︑
而
し
て
平
和
会
議
の
第
一
の
目
的
た
る
列
国
軍
備

縮
少
の
提
議
は
事
実
に
於
て
は
少
し
も
傾
聴
せ
ら
れ
ず
︑
平
和
会
議
開
会
後
の
列
国
軍
備
拡
張
の
程
度
は
有
史
以
来
未
曾
有
と
言
ふ

よ
り
外
は
な
い
︒   

如
斯
く
に
し
て
政
治
家
の
企
図
せ
る
平
和
計
画
は
今
日
ま
で
悉
く
失
敗
に
終
つ
た
︑
而
し
て
今
後
も
亦
た
失
敗
に
終
る
に
相
違
な

い
︑
政
治
家
は
常
に
平
和
を
協
議
し
て
戦
争
を
醸
し
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
︑
人
類
の
戦
争
的
性
癖
は
政
治
家
の
技
倆
を
以
て
癒
す
に

は
余
り
に
強
く
あ
る
︑
預
言
者
ヱ
レ
ミ
ヤ
の
言
ひ
し
如
く         

　
　

エ
テ
オ
ピ
ヤ
人
其
膚
を
変
へ
得
る
乎
︑

　
　

豹
其
斑
駁
を
変
へ
得
る
乎
︑

　
　

若
し
之
を
為
す
を
得
ば
悪
に
慣
れ
た
る
汝
等
も
亦
善
を
為
す
を
得
べ
し

で
あ
る
︵
耶
利
米
亜
記
十
三
章
廿
三
節
︶︑
戦
争
に
慣
れ
た
る
人
類
に
戦
争
を
廃
め
し
め
ん
と
す
る
は
黒
人
の
膚
を
変
へ
て
之
を
白

く
し
︑
豹
の
斑
駁
を
除
く
丈
け
そ
れ
丈
け
難
く
あ
る
︑
是
れ
政
治
家
又
は
外
交
家
輩
の
決
し
て
為
し
得
る
事
で
な
い
︒︵

50
︶

　

内
村
は
﹁
他
国
の
領
土
﹂
を
ね
ら
う
日
露
二
国
間
の
争
奪
戦
を
目
の
当
た
り
に
し
て
︑
大
き
な
失
望
と
怒
り
を
表
明
し
て
い
る
が
︑
そ

れ
は
遂
に
︑
列
強
主
導
の
軍
縮
会
議
が
無
力
化
す
る
よ
う
な
︑
各
国
の
政
治
的
思
惑
を
総
じ
て
批
判
す
る
こ
と
に
ま
で
至
る
︒
事
は
日
本

一
国
の
問
題
で
は
な
く
︑
日
本
も
そ
の
渦
中
に
い
る
と
こ
ろ
の
︑
一
等
国
／
文
明
国
一
般
の
抱
え
る
問
題
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ

る
︒﹁
平
和
会
議
開
会
後
の
列
国
軍
備
拡
張
の
程
度
は
有
史
以
来
未
曾
有
﹂﹁
政
治
家
は
常
に
平
和
を
協
議
し
て
戦
争
を
醸
し
つ
ゝ
あ
る
﹂
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と
い
っ
た
分
析
は
︑
い
か
に
も
内
村
好
み
の
鋭
い
逆
説
の
表
現
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
態
は
︑
も
は
や
為
政
者
の
失
敗

や
政
略
に
関
わ
る
こ
と
に
尽
き
な
い
︒
長
い
歴
史
に
お
い
て
﹁
戦
争
に
慣
れ
た
る
﹂
と
言
わ
れ
る
人
類
全
般
の
課
題
と
し
て
︑
そ
の
構
成

員
た
る
個
々
人
に
平
和
を
阻
害
す
る
原
因
が
帰
さ
れ
て
い
る
︒

　

す
な
わ
ち
︑
古
の
預
言
者
の
決
定
論
的
な
指
摘
の
引
用
を
通
じ
て
︑
す
べ
て
の
人
類
が
一
様
に
名
指
し
さ
れ
︑
改
め
て
個
々
内
心
の

C
onversion

の
必
要
が
示
唆
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
豹
の
マ
ダ
ラ
は
幾
ら
洗
っ
て
も
取
り
払
え
な
い
ご
と
く
︑
人
間
の
﹁
戦
争
的
性
癖
﹂

は
抜
き
が
た
い
と
さ
れ
︑
そ
の
人
為
的
な
平
和
の
到
来
へ
の
希
望
は
一
度
遮
断
さ
れ
る
︒
そ
の
断
絶
の
裂
け
目
か
ら
︑
平
和
の
神
の
到
来

を
予
告
す
る
︑
と
い
う
の
が
預
言
者
の
預
言
に
お
け
る
定
式
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
内
村
も
結
局
は
︑
そ
の
定
式
と
同
じ
く
︑

人
為
を
見
限
っ
て
︑
神
力
に
ひ
た
す
ら
す
が
る
よ
う
な
平
和
思
想
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
こ
の
時
期
︑
内
村
に
と
っ
て
︑
今
こ
こ
で
平
和
を
実
現
さ
せ
て
い
く
主
体
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
側
に
見
出
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
︒
内
村
の
地
に
足
の
着
い
た
平
和
へ
の
営
み
の
方
法
が
︑
凝
縮
し
て
伝
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
﹁
デ
ン
マ

ル
ク
国
の
話
﹂︵
一
九
一
一
年
︶
で
は
︑
平
和
を
持
ち
来
た
ら
せ
よ
う
と
す
る
個
々
人
は
︑
い
つ
で
も
広
義
の
意
味
で
﹁
預
言
者
﹂
が

も
っ
て
い
た
社
会
変
革
へ
の
可
能
性
を
も
つ
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒　

　

ダ
ル
ガ
ス
は
答
へ
ま
し
た
︑﹁
然
し
な
が
ら
我
等
は
外
に
失
ひ
し
所
の
者
を
内
に
於
て
取
返
す
を
得
べ
し
︑
君
等
と
余
と
の
生
存

中
に
我
等
は
ユ
ツ
ト
ラ
ン
ド
の
曠
野
を
化
し
て
薔
薇
花
咲
く
所
と
な
す
を
得
べ
し
﹂
と
彼
は
続
い
て
答
へ
ま
し
た
︑
此
工
兵
士
官
に

︵
50
︶ 

同
右
︑
二
三
六
︱
七
頁
︒
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預
言
者
イ
ザ
ヤ
の
精
神
が
あ
り
ま
し
た
︑ 

彼
の
血
管
に
流
る
ゝ
フ
ー
ゲ
ノ
ツ
ト
党
の
血
は
此
時
に
方
て
彼
を
し
て
平
和
の
天
使
た
ら

し
め
ま
し
た
︑ 

他
人
の
失
望
す
る
時
に
彼
は
失
望
し
ま
せ
ん
で
し
た
︑
彼
は
彼
の
国
人
が
剣
を
以
て
失
つ
た
物
を
鋤
を
以
て
取
返
さ

ん
と
し
ま
し
た
︑
今
や
敵
国
に
対
し
て
復
讐
戦
を
計
画
す
る
に
非
ず
︑
鋤
と
鍬
と
を
以
て
残
る
領
土
の
曠
漠
と
闘
ひ
︑
之
を
田
園
と

化
し
て
敵
に
奪
は
れ
し
物
を
補
は
ん
と
し
ま
し
た
︑
誠
に
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
ら
し
き
計
画
で
は
あ
り
ま
せ
ん
乎
︑
真
正
の
平
和
主
義
者

は
斯
か
る
計
画
に
出
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒  

　

然
し
ダ
ル
ガ
ス
は
単
に
預
言
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︑
彼
は
単
に
夢
想
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︑
工
兵
士
官
な
る
彼
は

土
木
学
者
で
あ
り
し
と
同
時
に
又
地
質
学
者
で
あ
り
植
物
学
者
で
あ
り
ま
し
た︵

51
︶

　

内
村
は
こ
こ
で
︑
日
々
の
活
動
的
な
営
み
に
お
い
て
実
現
し
う
る
︑
万
民
に
開
か
れ
た
生
の
形
と
し
て
の
﹁
預
言
者
﹂
像
を
提
出
し
て

い
る
︒
内
村
に
お
い
て
﹁
単
に
預
言
者
で
は
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
預
言
者
で
あ
る
﹂
と
同
じ
く
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
与
え
ら
れ
た
職
分
や
専
門
性
︵
天
職
︶
を
自
覚
し
つ
つ
︑
そ
の
都
度
︑
自
ら
の
持
ち
場
で
︑
歴
史

上
の
預
言
者
に
淵
源
す
る
と
こ
ろ
の
平
和
へ
の
意
志
︑
そ
の
具
体
的
な
世
界
像
を
受
け
継
ぎ
︑
そ
れ
を
基
に
し
て
︑
何
ら
か
計
画
的
に
行

動
の
形
に
移
す
と
い
う
営
み
の
強
調
で
あ
る
︒
そ
れ
が
決
し
て
戦
争
や
他
者
の
持
分
・
領
域
へ
の
物
質
的
な
拡
大
と
い
う
方
途
に
よ
っ
て

で
は
な
く
︑
荒
れ
果
て
た
大
地
に
単
独
者
が
刻
々
と
木
を
一
本
ず
つ
植
え
て
い
く
よ
う
な
︑
地
道
な
営
み
の
繰
り
返
し
の
先
に
︑
平
和
の

神
の
真
の
到
来
も
や
が
て
︑
招
き
寄
せ
ら
れ
て
く
る
と
い
っ
た
道
筋
が
描
か
れ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
預
言
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
励
ま
さ
れ
︑
預
言
者
に
お
い
て
そ
の
唱
道
の
先
駆
性
が
見
出
さ
れ
た
内
村
の
人
類
的
単
位
を

も
つ
平
和
主
義
は
︑
個
々
人
の
決
し
て
派
手
で
は
な
い
︑
特
別
の
元
手
も
必
要
で
は
な
い
︑
誰
で
も
独
自
の
仕
方
で
貢
献
で
き
る
︑
と
い
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う
意
味
に
お
い
て
︑
手
段
と
目
的
の
両
方
の
普
遍
性
を
保
っ
た
堅
実
な
平
和
思
想
と
し
て
︑
彼
の
後
続
世
代
の
反
戦
や
平
和
へ
の
意
識
に

少
な
か
ら
ぬ
霊
感
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る︵

52
︶︒

６　
考
察
―
―
神
性
へ
の
依
拠
と
リ
ア
リ
ズ
ム
と

　

こ
こ
で
再
び
ベ
ラ
ー
の
﹁
預
言
者
的
個
人
主
義
﹂
の
議
論
に
立
ち
帰
り
た
い
︒
そ
の
認
識
概
念
か
ら
み
て
改
め
て
︑
内
村
の
預
言
者
へ

の
度
重
な
る
接
近
と
そ
の
人
間
像
の
模
倣
と
い
う
営
み
︑
そ
の
意
義
を
総
括
し
︑
そ
の
延
長
線
上
に
お
い
て
彼
の
公
的
知
識
人
と
し
て
の

史
的
役
割
を
理
解
す
る
た
め
に
で
あ
る
︒

　

内
村
は
︑﹃
聖
書
﹄
に
範
を
持
つC

onversion

を
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
の
個
人
主
義
を
強
調
し
つ
つ
︑
国
家
・
社
会
批
判
を
展
開
し
た

人
物
で
あ
る
︒
と
く
に
彼
に
お
い
て
は
そ
の
不
敬
事
件
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
ま
た
筆
者
が
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に︵

53
︶︑﹁
政
治
的

︵
51
︶ 

﹁
デ
ン
マ
ル
ク
国
の
話
﹂︵
一
九
一
一
年
︑﹃
全
集
﹄
一
八
巻
︑
三
〇
八
頁
︶︒

︵
52
︶ 

こ
れ
は
矢
内
原
忠
雄
ら
︑
内
村
の
直
接
の
弟
子
筋
の
戦
時
中
の
平
和
主
義
的
姿
勢
な
ど
を
指
す
だ
け
で
な
い
︒
内
村
を
直
接
に
は
知
ら
な
か
っ
た

戦
後
の
中
野
好
夫
に
お
い
て
も
︵﹁
内
村
先
生
の
こ
と
﹂﹃
回
想
の
内
村
鑑
三
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
五
六
年
︑
二
八
八
︱
九
一
頁
︶︑
ま
た
丸
山
眞

男
に
お
い
て
も
︵﹁
内
村
鑑
三
と
﹁
非
戦
﹂
の
論
理
﹂﹃
回
想
の
内
村
鑑
三
﹄︑
一
〇
四
︱
一
一
〇
頁
︶︑﹃
聖
書
﹄
の
預
言
者
の
姿
勢
に
倣
い
つ
つ
︑

人
間
の
倫
理
的
努
力
を
重
視
し
た
内
村
流
の
平
和
主
義
思
想
か
ら
学
ぶ
点
は
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
︒

︵
53
︶ 

注
5
に
掲
載
の
拙
論
を
参
照
︒
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忠
誠
を
条
件
つ
き
の
も
の
に
す
る
﹂
と
い
う
政
治
批
判︵

54
︶︑
あ
る
い
は
政
略
的
実
利
主
義
批
判
の
姿
勢
が
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
内
村
を
ベ
ラ
ー
が
提
示
し
た
と
こ
ろ
の
﹁
預
言
者
的
個
人
主
義
﹂
に
連
な
る
人
物
で
あ
っ
た
︑
と
仮
定
す
る
の
は

そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
筆
者
は
近
稿
に
お
い
て
︑
内
村
鑑
三
の
政
治
思
想
や
社
会
思
想
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
︑
と
く
に

人
間
存
在
の
限
界
を
見
据
え
る
鋭
い
目
に
裏
付
け
ら
れ
た
社
会
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
︑
さ
ら
に
そ
の
リ
ア
リ
ズ

ム
の
解
読
に
あ
た
っ
て
は
︑
内
村
の
聖
書
と
の
関
わ
り
︑
と
く
に
新
約
時
代
の
パ
ウ
ロ
と
旧
約
時
代
の
預
言
者
に
学
ぶ
と
い
っ
た
彼
の
経

験
へ
と
注
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
示
唆
し
た
︵
55
︶︒
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
﹁
預
言
者
的
個
人
主
義
﹂

や
そ
の
核
心
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
﹁
一
人
立
つ
勇
気
﹂
と
い
っ
た
概
念
を
活
用
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
議
論
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
︒

　

内
村
は
事
あ
る
ご
と
に
預
言
者
的
な
気
概
︑
す
な
わ
ち
﹁
義
を
見
て
為
さ
ゞ
る
は
勇
な
き
な
り︵

56
︶﹂
と
い
う
言
葉
に
鼓
舞
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
が
︑
実
際
︑
そ
の
現
実
へ
の
適
応
の
際
に
は
多
く
の
留
保
事
項
が
つ
い
て
い
た
︒
例
え
ば
明
治
三
一
年
に
は
社
会
変
革
へ
の

意
欲
の
表
明
の
中
で
そ
う
し
た
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
が
︑
そ
の
言
葉
に
は
︑
次
の
よ
う
な
︑
直
ち
に
直
接
行
動
を
要
請
す
る
類
の
革
命
主

義
を
排
す
る
向
き
の
活
動
指
針
が
添
付
さ
れ
て
い
た
︒

　

革
新
を
急
変
劇
動
に
望
む
は
人
情
の
常
な
り
︑
然
れ
ど
も
根
本
的
革
新
は
常
に
静
穏
の
業
な
る
事
は
歴
史
上
の
事
実
な
り
︑
仏
国

革
命
︑
米
国
独
立
は
ミ
ラ
ボ
ー
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
の
業
と
称
せ
ん
よ
り
は
ジ
ョ
ン 

ロ
ツ
ク
︑
モ
ン
テ
ス
キ
ア
の
業
と
称
す
べ
き
な
り
︑

前
者
は
表
面
的
に
後
者
の
革
命
的
理
想
を
実
行
せ
し
に
過
ぎ
ず
︒
ロ
ツ
ク
の
智
識
論
に
し
て
草
せ
ら
れ
ず
︑
モ
ン
テ
ス
キ
ア
の
法
理

論
に
し
て
公
に
せ
ら
れ
ざ
ら
ん
乎
︑
バ
ス
チ
ー
ル
の
悲
劇
は
演
ぜ
ら
れ
ざ
り
し
な
ら
ん
︒
バ
ン
カ
ー
ヒ
ル
に
血
は
流
れ
ざ
り
し
な
ら
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ん
︒
想
な
く
し
て
行
あ
る
こ
と
な
し
︑
革
命
の
実
行
は
之
に
先
つ
に
深
遠
な
る
思
想
の
注
入
を
要
す
︒︵

57
︶

　

内
村
が
こ
う
し
た
言
葉
と
組
み
合
わ
せ
て
﹁
義
を
見
て
為
さ
ゞ
る
は
勇
な
き
な
り
︑
人
面
は
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
懼
る
べ
か
ら

ず
︑
吾
人
不
肖
な
り
と
雖
も
亦
戦
闘
を
辞
す
る
者
に
あ
ら
ず︵

58
︶﹂
と
言
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒﹁
革
命
の
実
行
は
之
に
先
つ

に
深
遠
な
る
思
想
の
注
入
を
要
す
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
一
人
立
つ
勇
気
﹂
を
携
え
た
先
の
言
行
へ
の
見
通
し
は
比
較
的

︵
54
︶ 

Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
介
し
た
こ
の
﹁
政
治
的
忠
誠
﹂
と
い
う
主
題
に
お
い
て
︑
当
時
の
ベ
ラ
ー
の
問
題
意
識
が
丸
山
眞
男
の
そ
れ
と
共
鳴
し
て
い

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
丸
山
﹁
忠
誠
と
反
逆
﹂︵
伊
藤
整
ほ
か
編
﹃
自
我
と
環
境
﹄
近
代
日
本
思
想
史
講
座
第
六
巻
︑
筑
摩
書
房
︑

一
九
六
〇
年
︑
三
七
七
︱
四
七
〇
頁
︶
を
参
照
︒

︵
55
︶ 

柴
田
真
希
都
﹁
知
識
人
の
社
会
事
業
と
し
て
の
聖
書
研
究
︱
︱
内
村
鑑
三
の
職
責
意
識
と
普
遍
主
義
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂︵﹃
宗
教
研
究
﹄
三
八
一

号
︑
日
本
宗
教
学
会
︑
二
〇
一
四
年
︶
四
四
︱
四
六
頁
︒

︵
56
︶ 

む
ろ
ん
︑
こ
れ
は
﹃
論
語
﹄﹁
為
政
篇
﹂
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
︒
内
村
は
こ
の
言
葉
を
引
く
に
あ
た
っ
て
︑
そ
の
こ
と
を
断
る
こ
と
は
一
度
も
な

か
っ
た
と
見
ら
れ
る
︒
当
代
の
常
識
と
し
て
そ
の
必
要
が
な
か
っ
た
の
か
︑
内
村
自
身
そ
の
出
自
に
対
し
て
意
識
的
で
な
か
っ
た
の
か
ど
ち
ら
か

で
あ
ろ
う
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
幼
少
時
に
父
親
に
吹
き
込
ま
れ
た
と
い
う
儒
教
的
政
治
教
育
の
名
残
が
︑
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
政
治
批
判

の
文
脈
と
接
触
し
た
一
事
例
と
し
て
︑
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
︒

︵
57
︶ 

﹁
再
び
吾
人
の
目
的
に
就
て
﹂︵
一
八
九
八
年
︑﹃
全
集
﹄
六
巻
︑
四
四
︱
五
頁
︶︒

︵
58
︶ 

同
右
︑
四
四
頁
︒
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慎
重
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
自
ら
の
生
き
る
文
化
的
精
神
的
土
壌
に
対
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
眼
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る︵

59
︶︒
な
す
べ

き
営
為
の
展
望
は
高
く
遠
く
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
今
な
す
べ
き
こ
と
に
は
堅
実
な
作
業
が
求
め
ら
れ
る
︑
と
い
う
落
差
が
あ
る
︒
こ
の
落

差
を
批
判
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
理
想
の
高
さ
と
そ
れ
ゆ
え
の
徒
手
空
拳
に
殉
じ
ず
︑
地
味
だ
が
よ
く
配
慮
さ
れ
た
言

論
・
集
会
活
動
に
よ
っ
て
︑
根
強
く
自
ら
の
思
想
・
言
動
の
共
鳴
者
を
開
拓
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
内
村
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
成
果
が
見
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
独
自
の
預
言
者
研
究
に
鼓
舞
さ
れ
た
内
村
の
﹁
勇
﹂
の
思
想
周
辺
は
︑
単
に
理
想
や
道
徳
的
善

へ
の
固
着
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
文
化
批
判
や
歴
史
意
識
と
相
即
に
あ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
が
そ
れ
を
裏
打
ち
し
︑
制
御
し
て
い
た
と
見
る
べ

き
理
由
が
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
︒

　

そ
の
よ
う
な
﹁
一
人
立
つ
勇
気
﹂
と
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
結
合
は
︑
例
え
ば
日
露
戦
争
前
に
非
戦
論
を
掲
げ
て
朝
報
社
を
退
職
し
た
こ

と
︑
戦
中
に
英
字
新
聞
で
非
戦
論
を
展
開
し
︑
戦
後
は
︑
時
代
批
判
を
伴
い
な
が
ら
彼
の
平
和
主
義
を
一
層
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
︑
そ
の

一
連
の
足
跡
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
る︵

60
︶︒
す
な
わ
ち
内
村
は
本
音
で
は
辞
め
た
く
な
か
っ
た
朝
報
社
の
記
者
の
地
位
を
擲
つ

こ
と
で
︑
単
独
に
な
っ
て
ま
で
も
公
的
に
非
戦
主
義
の
筋
を
通
す
︑
と
い
う
﹁
一
人
立
つ
勇
気
﹂
を
表
明
し
た
後
︑
非
戦
主
義
を
現
実
生

活
に
お
い
て
い
か
に
地
に
足
の
着
い
た
も
の
に
す
る
か
に
苦
慮
し
︑
非
戦
論
が
社
会
か
ら
浮
き
上
が
ら
な
い
た
め
の
︑
そ
の
文
化
的
精
神

的
地
盤
造
り
の
方
へ
と
関
心
の
比
重
を
移
し
て
い
っ
た
︒
そ
れ
が
一
方
で
聖
書
研
究
を
通
じ
て
の
平
和
思
想
発
掘
の
作
業
と
そ
の
成
果
の

公
表
と
な
り
︑
一
方
で
カ
ン
ト
研
究
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
︑
紛
争
問
題
の
根
の
探
究
と
国
際
平
和
実
現
の
た
め
の
法
的
・
制
度
的
秩
序

体
系
の
模
索
へ
と
通
じ
る
︒
第
一
次
世
界
大
戦
後
︑
彼
の
思
索
の
行
き
つ
く
先
が
一
方
で
キ
リ
ス
ト
再
臨
思
想
と
い
う
神
学
思
想
へ
の
徹

底
的
な
参
与
に
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
だ
が
︑
そ
れ
と
前
後
し
て
︑
か
つ
て
批
判
し
た
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
や
社
会
主
義
な
ど
を
非
戦
主
義
ゆ

え
に
再
評
価
し
︑
世
界
各
地
の
平
和
運
動
の
進
展
に
注
目
し
な
が
ら
︑
デ
ン
マ
ー
ク
の
植
林
事
業
や
ユ
ダ
ヤ
人
の
平
和
的
植
民
と
い
っ
た
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日
常
目
に
見
え
る
形
で
の
平
和
へ
の
行
跡
に
期
待
し
続
け
た
姿
勢
も
見
逃
せ
な
い
︒
内
村
は
︑
預
言
者
の
系
に
連
な
る
と
こ
ろ
の
︑
個

人
・
国
家
・
人
類
を
救
い
に
至
ら
せ
る
神
性
︵divinity

︶
の
絶
対
的
な
力
に
依
拠
し
よ
う
と
努
め
る
信
仰
者
で
あ
る
一
方
で
︑
見
聞
す

る
時
事
の
歴
史
的
意
義
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
鋭
い
眼
を
も
ち
︑
現
実
世
界
の
各
所
に
お
け
る
非
戦
平
和
社
会
実
現
に
向
け
て
の
近
代
の

人
間
性
︵hum

anity

︶
の
可
能
性
と
限
界
に
も
敏
感
で
あ
り
続
け
る
よ
う
な
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
彼
が
関
わ
る
い
か
な
る

事
象
を
分
析
す
る
際
に
も
留
意
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
だ
ろ
う︵

61
︶︒

　

そ
の
際
︑
内
村
の
預
言
者
的
な
批
評
活
動
が
︑
時
の
政
策
や
政
治
体
制
へ
の
批
判
の
み
な
ら
ず
︑
人
間
社
会
に
蔓
延
す
る
︑
あ
る
い
は

人
間
個
人
の
内
面
に
根
を
張
る
︑
お
よ
そ
攻
略
的
な
る
も
の
へ
の
倫
理
的
批
判
と
い
う
性
質
を
濃
厚
に
も
っ
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
︑
今

︵
59
︶ 

こ
の
点
︑﹁
革
命
は
た
だ
単
に
階
級
勢
力
の
間
の
戦
い
で
は
な
い
﹂︑﹁
社
会
に
お
い
て
じ
つ
に
長
い
長
い
期
間
に
わ
た
り
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
深

い
文
化
的
制
度
的
変
化
の
︑
承
認
な
の
で
あ
る
︒﹂
と
い
い
︑﹁
理
念
お
よ
び
価
値
﹂
の
蓄
積
こ
そ
を
問
う
た
ベ
ラ
ー
と
内
村
は
近
似
し
よ
う
︒
ベ

ラ
ー
︑
前
掲
︑
一
五
一
頁
︒

︵
60
︶ 

以
下
︑
内
村
の
日
露
戦
争
以
後
の
伝
記
的
知
識
に
関
し
て
は
︑
鈴
木
範
久
﹃
内
村
鑑
三
日
録
﹄
第
七
巻
︑
第
八
巻
︵
と
も
に
一
九
九
五
年
︑
教
文

館
︶
に
依
拠
す
る
︒

︵
61
︶ 

内
村
の
価
値
意
識
に
お
け
るdivinity

とhum
anity

の
並
行
的
あ
る
い
は
緊
張
的
関
係
に
注
目
し
︑
そ
の
都
度
の
言
動
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
分
量

や
方
向
性
へ
の
意
識
を
働
か
せ
る
こ
と
で
︑
彼
に
ま
つ
わ
る
種
々
の
﹁
矛
盾
﹂
や
ア
ポ
リ
ア
が
解
き
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
の
が

筆
者
の
現
時
点
で
の
見
通
し
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
先
だ
っ
て
の
学
会
発
表
︵
柴
田
真
希
都
﹁
内
村
に
お
け
る
二
つ
の
価
値
基
準
︱
︱

hum
anity

とdivinity

を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
芦
名
定
道
・
岩
野
祐
介
・
赤
江
達
也
・
渡
部
和
隆
・
柴
田
真
希
都
﹃
内
村
鑑
三
に
お
け
る
﹁
二
元
論
﹂

問
題
再
考
︱
︱
矛
盾
と
並
存
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹄
日
本
宗
教
学
会
第
七
三
回
学
術
大
会
︵
同
志
社
大
学
︑
二
〇
一
四
年
︶︶
で
提
起
し
た
︒
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後
と
く
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
彼
の
知
識
人
と
し
て
の
特
色
で
は
な
い
か
と
考
え
る︵

62
︶︒
そ
こ
で
は
︑
人
類
に
普
遍
的
な
諸
価
値
の
実
現

を
二
の
次
に
し
て
ま
で
︑
自
己
や
自
身
の
属
す
る
共
同
体
の
生
存
や
繁
栄
を
目
指
す
こ
と
を
公
的
に
拒
否
す
る
こ
と
︑
そ
れ
が
内
村
に
お

い
て
預
言
者
的
個
人
主
義
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
︑﹃
聖
書
﹄
と
い
う
一
古
典
の
中
に
登
場
す
る
特
定
の
人
物
像
に
模
し
た
形
の
言
論
活

動
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
︑
と
い
う
見
立
て
が
成
り
た
つ
︒
こ
の
こ
と
の
思
想
史
的
な
意
義
は
︑
内
村
が
事
実
︑
常
に
預
言
者
的
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
以
上
に
︑
彼
が
折
に
触
れ
て
行
っ
た
預
言
者
研
究
か
ら
導
い
た
解
釈
の
産
物
を
︑
自
他
が
ま
と
う
べ
き
美
徳
に
ま
で
消
化

し
︑
機
に
応
じ
て
公
的
に
提
示
し
て
い
っ
た
と
い
う
営
為
に
こ
そ
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
日
本
思
想
史
に
お
い
て
︑
つ
ま
り
︑
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ

ス
ト
教
的
思
想
文
脈
の
極
々
手
薄
な
近
代
日
本
の
文
化
的
土
壌
の
中
に
あ
っ
て
類
例
を
探
す
の
が
困
難
な
︑
特
異
な
倫
理
的
出
来
事
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
内
村
を
し
て
﹁
日
本
史
の
真
の
一
大
変
化
を
代
表
す
る︵

63
︶﹂
と
ま
で
評
し
た
ベ
ラ
ー
の
半
世
紀
前
の
言
葉
を

借
り
つ
つ
︑
改
め
て
再
考
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
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︵
62
︶ 

内
村
に
お
い
て
﹁
反
政
治
﹂
や
﹁
非
政
治
﹂
を
認
め
る
視
点
は
既
に
丸
山
眞
男
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
︒
丸
山
﹁
解
説
﹂﹃
福
澤
諭
吉
・
内

村
鑑
三
・
岡
倉
天
心
集
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
五
八
年
︶
四
一
三
︱
一
五
頁
︒
筆
者
は
こ
の
内
村
に
お
け
る
﹁
反
政
治
﹂
と
い
う
主
題
を
︑
彼
の

知
識
人
と
し
て
の
一
特
色
で
あ
る
と
し
て
︑
博
士
論
文
の
一
部
で
掘
り
下
げ
て
論
じ
て
い
る
︒﹃
明
治
知
識
人
と
し
て
の
内
村
鑑
三
︱
︱
そ
の
普
遍

主
義
と
批
判
精
神
の
展
開
﹄︵
二
〇
一
四
年
︑
東
京
大
学
︑
未
公
刊
︶
第
五
章
第
一
節
︒

︵
63
︶ 

ベ
ラ
ー
︑
前
掲
︑
一
五
七
頁
︒



(162)

in the Old Testament is related to his analysis of peace issues. These 
examples prove, I argue, that in his pacifist thought the images of his 
Prophets constitute not only the models for him to be followed in order to 
show an absolute faith in God, but also the starting points to discover what 
human beings must do as their duty in this real world.
   In Section 6, the relation of Uchimura’s study of the Prophets with his 
social realism is examined on the basis of my discussion above. Referring 
to Bellah’s concept of “prophetic individualism” again, I demonstrate that 
Uchimura was well aware of the limits of human nature but, at the same 
time, founded his hope on the historical potentials which he detected in 
“the courage to stand utterly alone” from the Prophets in his study. This 
recognition played a key role, I argue, in Uchimura’s realistic judgment of 
social situations in his contemporary period. The virtues shown by the 
Prophets as well as their courage to fulfill their own duties led Uchimura 
to follow the footsteps of those predecessors in his own public life. This is 
one of the most significant legacies that he left in Japan’s history of ethics.
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Abstract

Characteristics and Historical Significance of Uchimura Kanzo’s Study  
of the Hebrew Prophets: With Aid from Robert N. Bellah 

   The purpose of this paper is twofold. First, it aims to clarify the 
characteristics of the study of the Hebrew Prophets by Uchimura Kanzo, 
who is called “a prophet in the modern era” both in Japan and abroad. 
Second, this paper also attempts to show the significance of his study on 
the Prophets in the history of Japanese thought in the light of Robert N. 
Bellah’s concept “prophetic individualism”.
   In Section 1, I examine this concept of Bellah. About half a century ago 
he introduced this concept in his discussion on “political loyalty” and “the 
resistance to power” in the history of Japan’s modernization. More 
attention needs to be paid to the implications of the fact that, at the end of 
this discussion, Bellah gives special regard to Uchimura and his role in 
Japan’s history of “prophetic individualism”. In Section 2, I turn my 
discussion to Uchimura’s study of the Prophets. Its aim is to show that his 
presentation of each Prophet’s personality and actions is quite multi-
faceted in approach and rich in content. Section 3 presents three notable 
images of the Prophets, which are found in Uchimura’s study. Those 
images are: Prophets as revolutionaries or progressivists; Prophets as “the 
friend of humankind” in the sense that they severely criticized people for 
their unmoral behavior; and, Prophets as the instrument of God as a result 
of being called by Him against their own will.
   In the following two sections I examine Uchimura’s political and social 
thought by focusing upon (1) his critique of patriotism and (2) his pacifist 
thought; both of which are closely linked to his study of the Prophets. 
Section 4 considers Uchimura’s critique of his contemporaries’ idea of 
patriotism and his own alternative to it. My aim is to explain the reasons 
why he regarded the patriotism of the Prophets as the best alternative for 
leading each nation to a morally right direction. In Section 5, I give the 
examples of how Uchimura’s interpretation of the images of the Prophets 


