
41

2006. 7. Vol. 92006. 7. Vol. 9

Kwansei Gakuin University Research Center for Christianity and Culture

発行：関西学院大学　キリスト教と文化研究センター
http://www.kwansei.ac.jp/RCC/index.html   TEL:0798-54-6019

Newsletter

Newsletter

Newsletter

Newsletter

　
Ｒ
Ｃ
Ｃ
内
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
聖

典
と
今
日
の
課
題
」
で
は
、
宗
教
に

お
け
る
聖
典
の
役
割
を
検
討
す
る
と

共
に
、
平
和
へ
の
貢
献
や
人
権
擁
護

と
い
っ
た
、
現
代
社
会
に
お
け
る
重

要
な
働
き
を
宗
教
が
担
っ
て
い
く
た

め
に
、
聖
典
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
役

目
を
果
た
す
べ
き
な
の
か
を
考
え
て

い
ま
す
。�

　
昨
年
度
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で

聖
書
が
従
来
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て

き
た
の
か
を
批
判
的
に
検
証
し
、
聖

書
解
釈
の
様
々
な
可
能
性
を
考
察
す

る
こ
と
に
研
究
活
動
の
重
点
が
置
か

れ
ま
し
た
。
そ
の
成
果
を
問
う
意
味

で
開
か
れ
た
の
が
、
六
月
一
五
日（
木
）・

一
六
日（
金
）の
二
日
間
に
わ
た
る
「
聖

書
学
セ
ミ
ナ
ー
」
で
す
。
「
聖
書
解

釈

―
そ
れ
で
い
い
の
か
？
」
と
い
う
、

い
さ
さ
か
刺
激
的
な
タ
イ
ト
ル
を
冠

し
た
こ
の
集
ま
り
は
、
事
前
に
『
キ

リ
ス
ト
新
聞
』
や
本
学
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
会

場
と
な
っ
た
関
西
学
院
会
館
ベ
ー
ツ

チ
ャ
ペ
ル
に
多
く
の
参
加
者
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。�

　
一
五
日（
木
）は
「
旧
約
の
部
」
で
、

水
野
隆
一
氏
（
神
学
部
教
授
・
Ｒ
Ｃ

Ｃ
副
長
）
の
近
著
『
ア
ブ
ラ
ハ
ム
物

語
を
読
む
』（
新
教
出
版
社
）
の
中
の
、

イ
サ
ク
奉
献
（
創
世
記
二
二
章
）
に

関
す
る
解
釈
を
、
樋
口
進
氏
（
Ｒ
Ｃ

Ｃ
教
授
・
副
長
）
が
論
評
す
る
と
い

う
形
で
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

水
野
教
授
が
展
開
す
る
「
文
芸
論
的

解
釈
」
は
、
「
聖
書
テ
ク
ス
ト
を
『
純

文
学
』
と
見
な
し
、
文
彩
や
登
場
人�

物
、
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
と
い
っ
た
、

文
学
的
な
要
素
に
注
目
し
な
が
ら
テ

ク
ス
ト
を
読
み
進
め
て
い
く
方
法
」�

（
同
書
一
〇
頁
）
で
す
が
、
テ
ク
ス
ト

か
ら
個
々
の
読
者
が
読
み
取
る
様
々

な
解
釈
の
可
能
性
を
広
く
認
め
、
「
正

解
」
に
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
を
特
徴

と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
立
場
に
対
し�

て
、
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
背
後
に
あ
る

歴
史
的
状
況
と
併
せ
て
読
も
う
と
す

る
「
歴
史
的
・
批
判
的
解
釈
」
の
立

場
か
ら
樋
口
教
授
が
批
判
を
加
え
た

の
で
す
が
、
議
論
は
、
テ
ク
ス
ト
の

背
後
に
あ
る
歴
史
的
状
況
と
は
再
構

成
が
可
能
な
も
の
な
の
か
、
そ
の
よ

う
な
状
況
を
考
慮
し
な
い
と
テ
ク
ス

ト
が
読
め
な
い
の
か
、
さ
ら
に
は
、

テ
ク
ス
ト
が
孕
む
矛
盾
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
っ

た
こ
と
を
め
ぐ
り
、
旧
約
聖
書
学
専

攻
の
二
人
の
間
で
、
さ
ら
に
は
フ
ロ

ア
か
ら
の
意
見
も
交
え
て
繰
り
広
げ

ら
れ
ま
し
た
。�

　
続
く
一
六
日（
金
）は
「
新
約
の
部
」。

古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
専
門
と
す

る
土
井
健
司
氏（
神
学
部
助
教
授
）が
、

新
約
聖
書
学
専
攻
の
嶺
重
淑
氏
（
神

学
部
専
任
講
師
・
Ｒ
Ｃ
Ｃ
主
任
研
究�

員
）お
よ
び
辻
　
学
氏
（
商
学
部
助
教

授
・
Ｒ
Ｃ
Ｃ
主
任
研
究
員
）に
対
し
て
、

聖
書
学
の
方
法
に
関
す
る
疑
問
を
呈

示
す
る
と
い
う
形
で
議
論
が
始
ま
り

ま
し
た
。
学
問
的
な
聖
書
解
釈
と
、

一
般
的
に
聖
書
を
読
む
こ
と
と
の
間

に
相
違
や
優
劣
は
あ
る
の
か
、
礼
拝

説
教
と
聖
書
学
と
の
関
係
を
ど
う
考

え
た
ら
よ
い
か
、
学
問
的
に
は
正
し

い
と
言
え
な
い
「
誤
読
」
を
、
現
実

に
役
立
つ
解
釈
と
し
て
肯
定
す
る
可

能
性
は
な
い
の
か
、
さ
ら
に
は
、
古�

代
・
中
世
に
お
け
る
聖
書
解
釈
を
ど

う
理
解
す
べ
き
か
と
い
っ
た
事
柄
を

め
ぐ
っ
て
三
者
の
間
で
熱
い
議
論
が

交
わ
さ
れ
ま
し
た
。�

　
セ
ミ
ナ
ー
の
内
容
は
何
ら
か
の
形

で
文
章
化
し
、
公
表
す
る
計
画
で
す
。

多
く
の
方
か
ら
好
評
を
得
た
の
で
、

次
回
は
学
外
の
研
究
者
を
招
い
て
、

同
様
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
持
ち

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。�

編
集
後
記�

商学部助教授・ＲＣＣ主任研究員�

辻 　 　 学 �

（2006年6月15・16日）�
聖書解釈をめぐって熱い議論―聖書学セミナー�

「聖書解釈―それでいいのか？」�

ス
イ
ン
グ
・
ベ
ル�

キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
の
キ
リ
ス
ト
教
シ
ン
ボ
ル（
そ
の
８
）�

　
「
宗
教
セ
ン
タ
ー
」
の
建
て
替
え

に
よ
っ
て
建
築
中
で
あ
っ
た
建
物
が�

「
吉
岡
記
念
館
」
と
し
て
二
〇
〇
六

年
四
月
に
新
し
く
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

関
西
学
院
が
上
ヶ
原
に
移
っ
て
き
た

当
初
に
時
計
台
ら
と
共
に
立
て
ら
れ

た
歴
史
の
あ
る
宗
教
セ
ン
タ
ー
を
建

て
替
え
る
に
際
し
て
、
二
十
一
世
紀

の
関
西
学
院
に
相
応
し
い
よ
り
豊
か

な
中
身
を
持
っ
た
建
物
と
す
る
た
め

に
何
回
も
話
し
合
い
が
重
ね
ら
れ
、

多
く
の
方
々
の
協
力
に
よ
っ
て
「
出

会
い
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
建
物
を
設�

計
・
建
築
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
よ
り
豊
か
で
多
彩
な
「
出

会
い
」
を
実
現
す
る
た
め
、
宗
教
セ

ン
タ
ー
関
係
学
生
団
体
で
あ
る
〈
宗

教
総
部
・
聖
歌
隊
・
チ
ャ
ペ
ル
＝
オ

ル
ガ
ニ
ス
ト
・
バ
ロ
ッ
ク
＝
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
・
ハ
ン
ド
ベ
ル
＝
ク
ワ
イ
ア
・

ゴ
ス
ペ
ル
＝
ク
ワ
イ
ア
（P

ow
er 
of 

V
oice

）〉の
各
部
室
、
な
ら
び
に
〈
宗

教
セ
ン
タ
ー
〉〈
神
学
部
事
務
室
〉〈
人

権
教
育
研
究
室
〉〈
キ
リ
ス
ト
教
と
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
〉
が
入
り
、
文
字

通
り
、
多
く
の
出
会
い
を
産
み
出
す

場
所
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
「
吉
岡
記
念
館
」
と
「
ラ
ン

バ
ス
記
念
礼
拝
堂
」
の
間
の
ス
ペ
ー

ス
も
整
備
さ
れ
、
そ
の
ま
わ
り
に
は

聖
書
に
関
係
す
る
植
物
も
植
え
ら
れ

ま
し
た
。
今
回
、
そ
の
ス
ペ
ー
ス
を

よ
り
多
く
の
人
々
に
知
っ
て
も
ら
い

利
用
し
て
も
ら
う
べ
く
愛
称
が
公
募

さ
れ
、
四
三
六
に
の
ぼ
る
多
数
の
応

募
が
あ
り
ま
し
た
が
、
選
考
の
結
果
「
ベ

ル
・
ス
ク
エ
ア
」
と
い
う
名
称
に
決

定
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
名
称
に
決

定
す
る
理
由
と
な
っ
た
の
が
、
ラ
ン

バ
ス
記
念
礼
拝
堂
横
に
新
た
に
設
置

さ
れ
た
「
ス
イ
ン
グ
・
ベ
ル
」
の
存

在
で
す
。
ベ
ル
、
あ
る
い
は
複
数
の

ベ
ル
が
備
え
ら
れ
た
「
カ
リ
ヨ
ン
」
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
中
で
も
三
世

紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
礼
拝
の
開

始
を
告
げ
る
合
図
や
、
儀
式
の
中
で

用
い
ら
れ
始
め
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
設
置
も
ラ
ン
バ
ス
記
念
礼
拝

堂
や
吉
岡
記
念
館
で
行
わ
れ
る
行
事

を
告
げ
る
合
図
や
、
そ
の
他
キ
リ
ス

ト
教
関
連
行
事
で
の
使
用
を
考
え
て

い
ま
す
。
ベ
ル
の
正
面
に
は
関
西
学

院
の
丸
形
エ
ン
ブ
レ
ム
が
刻
印
さ
れ
、

ま
た
、
裏
に
は
新
約
聖
書
の
言
葉
「
愛

は
、
す
べ
て
を
完
成
さ
せ
る
き
ず
な

で
す
」
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
「
ス
イ
ン
グ
・
ベ
ル
」
の

見
物
の
つ
い
で
に
そ
の
言
葉
が
聖
書

の
ど
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
か
を
探
し

つ
つ
、
「
ベ
ル
・
ス
ク
エ
ア
」
で
多
く

の
出
会
い
を
経
験
し
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。�

　
現
代
社
会
に

は
暴
力
や
憎
悪

が
あ
ふ
れ
、
人

と
人
と
が
愛
し

合
い
、
連
帯
す

る
こ
と
は
困
難

に
思
え
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
時�

代
に
あ
っ
て《
愛
》�

は
い
か
に
可
能

で
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
過
去
、

Ｒ
Ｃ
Ｃ
は
共
同

研
究
班
を
組
織
し
て
「
現
代
に
お
け

る
暴
力
」
を
―
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点

か
ら
―
取
り
上
げ
、
そ
の
諸
相
と
起

源
を
考
察
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ

の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
現
代

に
お
け
る
暴
力
と
憎
悪
か
ら
の
解
放

へ
の
端
緒
を
見
い
だ
す
こ
と
を
期
待

し
て
、
あ
ら
た
に
研
究
班
を
組
織
し
、

キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か
ら
《
愛
》
を

問
い
直
す
た
め
に
、
二
〇
〇
四
年
度

か
ら
二
カ
年
に
わ
た
る
共
同
研
究
を

行
い
ま
し
た
。�

　
キ
リ
ス
ト
教
は
「
愛
の
宗
教
」
と

呼
称
さ
れ
ま
す
が
、
実
際
に
は
そ
の�

《
愛
》
の
形
態
は
多
様
で
す
。
旧
約�

（
ヘ
ブ
ラ
イ
語
）
聖
書
に
お
け
る
愛
、

新
約
聖
書
に
お
け
る
愛
―
イ
エ
ス
の

語
る
愛
と
パ
ウ
ロ
の
語
る
愛
に
も
差

異
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
イ
ス
ラ

ー
ム
に
お
け
る
愛
と
比
較
す
る
こ
と

も
興
味
深
い
研
究
で
す
。
近
代
に
生

き
た
パ
ス
カ
ル
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

は
ア
ト
ム
化
さ
れ
た
市
民
社
会
に
お

け
る
愛
の
理
想
を
謳
い
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
し
た
現
代
世
界
に
応
え
る
た
め
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
新
し

い
愛
の
姿
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
ま

た
併
せ
て
、
私
た
ち
に
身
近
な
結
婚

式
で
語
ら
れ
る
《
愛
》
が
示
唆
す
る

愛
の
現
代
人
の
生
の
諸
相
も
議
論
と

な
り
ま
し
た
。�

　
こ
の
研
究
成
果
は
、
『
現
代
に
お

け
る
愛
の
可
能
性
』（
仮
題
）
と
し
て

上
梓
す
る
予
定
で
す
が
、
同
時
に
、

そ
の
成
果
を
広
く
学
生
の
皆
さ
ん
と

共
有
し
、
共
に
考
え
る
た
め
に
、
総

合
コ
ー
ス
「
現
代
に
お
け
る
《
愛
》

の
可
能
性
―
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か

ら
―
」
と
し
て
二
〇
〇
六
年
度
秋
学

期
（
月
曜
・
Ｖ
時
限
）
に
開
講
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。
旧
・
新
約
聖
書

に
お
け
る
愛
、
近
代
に
お
け
る
愛
の

諸
相
を
描
き
、
現
代
人
は
い
か
に
愛

す
こ
と
が
で
き
る
か
を
、
探
究
し
た

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。�

　
Ｒ
Ｃ
Ｃ
を
母
体
と
し
な
が
ら
、
す

で
に
「
暴
力
を
考
え
る
」
が
提
供
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
セ
ン
タ
ー
で
は
、

今
後
も
キ
リ
ス
ト
教
の
視
座
か
ら
現

代
的
な
問
題
を
鋭
く
衝
く
授
業
が
提

供
で
き
る
よ
う
一
層
活
発
な
研
究
活

動
を
目
指
し
て
い
ま
す
。�

舟
　
木
　
　
　
讓�

Ｒ
Ｃ
Ｃ
主
任
研
究
員�

経
済
学
部
助
教
授�

�

↑表�

←裏�

「現代における《愛》の可能性�
　　　－キリスト教の視点から－」�

平 林 孝 裕 �

開講開講�開講�総合コース�

ＲＣＣ主任研究員・神学部助教授�

　
「
出
会
い
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
企

画
設
計
さ
れ
た
吉
岡
記
念
館
（
旧
宗

教
セ
ン
タ
ー
）
で
の
様
々
な
活
動
が

始
ま
り
、
は
や
４
ヶ
月
が
経
と
う
と

し
て
お
り
ま
す
。�

　
今
回
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
Ｒ
Ｃ
Ｃ
や
キ
リ
ス
ト
教

を
軸
と
し
た
学
際
的
な
研
究
の
成
果

が
ど
の
よ
う
に
展
開
、
還
元
さ
れ
て

い
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
に
つ

い
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。�

　
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
み
な
ら
ず
各
種
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
授
業
を
通
じ
て

今
日
的
な
課
題
に
関
学
の
キ
リ
ス
ト

教
が
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る

の
か
、
そ
の
一
端
を
垣
間
見
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
　
（
Ｊ
・
Ｆ
）�
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富
　
岡
　
幸
一
郎�

関
東
学
院
大
学�

　
文
学
部
比
較
文
化
学
科
　

教
授�

内
村
鑑
三
の
平
和
論

内
村
鑑
三
の
平
和
論�
内
村
鑑
三
の
平
和
論�

第
三
十
回
　

Ｒ
Ｃ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
講
演
抄（
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
二
日
）�

イ
ス
ラ
エ
ル
の

イ
ス
ラ
エ
ル
の�

地
で
地
で�

イ
ス
ラ
エ
ル
の�

地
で�

内
村
鑑
三
の

内
村
鑑
三
の�

非
戦
論

非
戦
論�

内
村
鑑
三
の�

非
戦
論�

再
臨
信
仰
と

再
臨
信
仰
と�

歴
史
の
現
実

歴
史
の
現
実�

再
臨
信
仰
と�

歴
史
の
現
実�

�����

　
二
〇
〇
〇
年
の
九
月
は
じ
め
に
、

イ
ス
ラ
エ
ル
を
旅
す
る
機
会
が
あ
り

ま
し
た
。
は
じ
め
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル

訪
問
で
し
た
が
、
九
月
二
日
に
エ
ル

サ
レ
ム
城
内
に
入
り
、
巨
大
な
岩
の

壁
に
向
か
っ
て
祈
　
書
や
ト
ー
ラ
ー�

（
聖
書
）
を
持
っ
て
熱
心
に
祈
り
を
さ

さ
げ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
集
団
を
、
私
は

少
し
後
方
か
ら
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
日
は
、
折
り
し
も
土
曜
日
で
ユ

ダ
ヤ
教
の
安
息
日
（
シ
ャ
バ
ッ
ト
）

で
し
た
。
人
々
は
一
切
の
労
働
か
ら

解
放
さ
れ
、
神
の
平
安
（
シ
ャ
ロ
ー�

ム
）を
享
受
す
る
日
で
す
。
シ
ャ
ロ
ー

ム
は
平
和
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
後
こ
の
地
で
起
っ
た
の�

は
、
憎
し
み
と
流
血
の
連
鎖
で
す
。�

　
私
が
訪
れ
た
後
、
九
月
二
十
八
日

に
当
時
の
野
党
リ
ク
ー
ド
の
党
首
で

あ
っ
た
ア
リ
エ
ル
・
シ
ャ
ロ
ン
（
そ

の
後
イ
ス
ラ
エ
ル
首
相
と
な
り
、
タ

カ
派
路
線
か
ら
昨
年
末
に
転
換
し
、

パ
レ
ス
チ
ナ
と
の
和
平
交
渉
に
入
ろ

う
と
し
て
病
に
倒
れ
た
）
は
、
イ
ス

ラ
ム
側
の
聖
地
に
警
察
官
を
多
数
引

き
連
れ
て
入
っ
た
た
め
に
、
衝
突
が

生
じ
、
以
後
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
は
泥

沼
の
状
態
へ
と
陥
っ
た
の
で
す
。
そ

し
て
、
翌
二
〇
〇
一
年
九
月
に
は
、

ア
メ
リ
カ
で
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
が

起
こ
り
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ
ラ

ク
と
戦
争
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

二
十
一
世
紀
は
、
前
世
紀
の
ふ
た
つ

の
大
戦
の
反
省
か
ら
、
平
和
の
祈
り

で
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
が
、
今
日
わ

れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
テ

ロ
リ
ズ
ム
と
報
復
戦
争
と
い
う
あ
ら

た
な
「
戦
争
の
現
実
」
で
す
。�

　
日
本
は
戦
後
六
十
年
余
り
、
一
国

平
和
主
義
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
現
実
に
は
冷
戦
構
造
の
な
か�

で
、
ア
メ
リ
カ
の
巨
大
な
軍
事
力
の

下
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。�

　
文
明
は
平
和
を
も
た
ら
す
。
そ
の

期
待
と
希
望
は
裏
切
ら
れ
、
む
し
ろ

文
明
そ
の
も
の
が
結
果
的
に
暴
力
を

も
た
ら
す
と
い
う
矛
盾
を
示
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
本
来
は
「
平
和
」
を

求
め
る
「
宗
教
」
が
、
人
々
の
争
い

の
原
因
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
争

い
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
り
し
て
い

ま
す
。
宗
教
原
理
主
義
と
い
う
言
葉

が
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
な
か
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
パ
レ

ス
チ
ナ
と
い
う
土
地
は
特
別
な
意
味

を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
実
際
に

こ
の
地
で
紛
争
が
く
り
か
え
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
こ

こ
に
は
人
類
の
歴
史
に
と
っ
て
き
わ

め
て
重
要
な
一
神
教
の
生
ま
れ
た
場

所
だ
か
ら
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ

ス
ト
教
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
で
す
。

紀
元
前
二
〇
〇
〇
年
に
、
ア
ブ
ラ
ハ

ム
の
登
場
か
ら
は
じ
ま
っ
た
ユ
ダ
ヤ

民
族
は
、
近
代
的
な
民
族
概
念
の
成

立
よ
り
は
る
か
に
以
前
の
出
来
事
で

あ
り
、
そ
こ
に
起
っ
た
宗
教
革
命
と

し
て
の
一
神
教
は
、
四
千
年
の
時
間

を
貫
い
て
、
紀
元
二
〇
〇
〇
年
代
の

現
代
に
ま
で
至
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
「
神
」
と
「
人
」
と
の
歴
史

の
長
い
ス
パ
ン
を
無
視
し
て
、
今
日

の
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
も
そ
の
本
質
を

捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。�

　
日
本
の
現
代
の
知
識
人
た
ち
は
、

し
ば
し
ば
一
神
教
は
「
戦
争
ば
か
り

し
て
い
る
」
と
い
い
、
日
本
的
な
汎

神
論
を
た
た
え
ま
す
が
、
そ
れ
は
世

界
史
の
本
質
か
ら
目
を
そ
む
け
た
短

絡
的
発
想
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。�

������

　
内
村
鑑
三
は
文
久
元
年
（
一
八
六

一
年
）
に
生
ま
れ
、
明
治
の
は
じ
め

札
幌
農
学
校
に
学
び
、
新
渡
戸
稲
造

ら
と
キ
リ
ス
ト
者
と
な
っ
た
人
で
す
。

昭
和
五
年
に
没
す
る
ま
で
無
教
会
の

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
多
く
の
著
作

を
遺
し
ま
し
た
が
、
日
露
戦
争
の
際

に
は
非
戦
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。�

　
し
か
し
、
内
村
の
非
戦
論
は
、
た

だ
日
露
戦
争
と
い
う
自
国
の
出
来
事

に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
「
戦
争
の
な

い
状
態
」
と
し
て
の
「
平
和
」
を
求

め
た
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。�

　
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）

の
ク
リ
ス
マ
ス
の
講
演
「
平
和
と
争�

闘
」
で
、
内
村
は
「
国
と
国
と
の
間

に
の
み
限
」
っ
て
「
戦
争
」
を
考
え

る
だ
け
で
な
く
、
階
級
の
間
の
対
立
、

社
会
や
家
庭
や
個
人
の
「
折
衝
と
反�

目
」
の
こ
と
も
指
摘
し
ま
す
。�

　
《
今
眼
を
転
じ
て
階
級
と
階
級
と
の

争
い
よ
り
個
人
と
個
人
と
の
折
衝
と

反
目
を
視
ま
す
れ
ば
こ
れ
ま
た
実
に

惨
憺
た
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…

子
を
恨
む
親
、
兄
を
憤
る
弟
、
弟
を

嘆
く
兄
、
一
家
淆
乱
、
社
会
紛
乱
、

実
に
見
る
に
忍
び
ざ
る
状
態
で
あ
り

ま
す
。
世
は
平
和
ど
こ
ろ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
、
鮮
血
淋
漓
た
る
戦
場
で
あ

り
ま
す
》�

　
内
村
が
願
う
と
こ
ろ
の
「
平
和
」
は
、

た
だ
こ
の
「
戦
場
」
が
一
時
的
に
消

え
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
が
祈
り
願

っ
た
と
こ
ろ
の
「
平
和
」
と
は
、
人

間
の
罪
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
こ
の

天
地
万
物
の
創
造
主
た
る
神
と
の
、

人
と
の
和
解
で
す
。
そ
の
よ
う
な
意

味
で
の
、
人
間
存
在
の
根
本
的
な
救

い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
は
聖
書
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
が
彼
に

も
た
ら
し
た
根
源
的
な
平
和
論
で
す
。

そ
れ
は
ま
さ
に
一
神
教
の
も
た
ら
し

た
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
内
村
は

日
本
人
と
し
て
、
こ
の
一
神
教
（
ユ

ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
）
の
も
つ
深
い

意
味
と
思
想
を
理
解
し
ま
し
た
。
理

解
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自

分
の
生
涯
に
お
い
て
生
き
て
実
践
し

ま
し
た
。
自
存
と
自
立
の
精
神
に
よ

っ
て
そ
れ
を
貫
き
ま
し
た
。
こ
の
内

村
の
〝
運
動
〞
は
、
人
々
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
お
そ
ら

く
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
組
で
は

考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
影
響
力
を
も

っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。�

　
《
そ
は
吾
ら
の
謂
う
平
和
と
は
無
事

と
の
謂
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
和

は
神
の
意
志
と
人
の
意
志
と
の
調
和

で
あ
り
ま
す
、
直
ち
に
神
の
霊
を
我

が
心
に
寓
す
の
歓
喜
で
あ
り
ま
す
。

あ
れ
は
実
に
神
よ
り
出
て
人
の
す
べ

て
の
思
う
所
に
過
ぐ
る
平
安
（
ピ
リ

ピ
書
四
章
七
節
）
で
あ
り
ま
し
て
、

神
は
か
か
る
平
安
を
我
ら
に
下
し
給

わ
ん
た
め
に
キ
リ
ス
ト
を
世
に
降
し

給
う
た
の
で
あ
り
ま
す
。
我
ら
は
平

和
を
世
の
安
逸
を
望
む
者
が
な
す
よ

う
に
解
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
…
…
》�

�����

　
内
村
鑑
三
の
非
戦
思
想
は
、
そ
の

後
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
頃
か

ら
の
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
信
仰
に
よ
っ

て
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。�

　
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
と
は
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
が
そ
の
肉
体
を
持
っ
て
文

字
通
り
こ
の
地
上
に
再
来
す
る
こ
と

で
す
。
新
約
聖
書
に
こ
の
こ
と
は
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
（
使
徒
言
行
録
一

章
六
〜
十
一
節
　
コ
リ
ン
ト
の
信
徒

へ
の
手
紙
Ｉ
十
五
章
五
十
〜
五
十
八

節
　
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
二
十
一
章
一

〜
四
節
そ
の
他
）
再
臨
と
は
、
神
の

約
束
で
あ
り
、
人
間
と
万
物
の
救
い

の
成
就
、
完
成
の
時
で
す
。
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
再

臨
を
し
て
終
末
の
時
と
呼
び
、
そ
の

と
き
死
者
も
ま
た
復
活
し
、
救
済
の

栄
光
に
授
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
で
す
。�

　
内
村
は
近
代
人
と
し
て
の
理
性
と

進
化
論
な
ど
の
科
学
的
知
識
を
も
っ

て
い
た
人
で
す
。
そ
の
内
村
が
、
近

代
の
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
ま
り
語
ら
な

く
な
っ
た
終
末
論
を
積
極
的
に
語
っ

た
の
は
、
こ
こ
に
聖
書
の
核
心
が
あ

る
こ
と
を
信
じ
た
か
ら
で
す
。
そ
し�

て
、
そ
れ
は
た
だ
聖
書
研
究
の
深
ま

り
や
個
人
的
な
信
仰
の
深
ま
り
だ
け

で
は
な
く
、
当
時
の
歴
史
の
現
実
が

大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。�

　
つ
ま
り
、
第
一
次
大
戦
と
い
う
欧

州
を
戦
場
に
し
、
ア
メ
リ
カ
も
参
戦

し
た
大
戦
争
に
直
面
し
た
内
村
は
、

人
間
や
国
家
の
力
で
は
、
最
終
的
な

絶
対
の
「
平
和
」
は
決
し
て
や
っ
て

こ
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
た
か

ら
で
す
。
人
類
愛
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
絶

望
に
陥
る
他
は
あ
り
ま
せ
ん
。
内
村

も
同
じ
よ
う
に
絶
望
に
陥
り
、
そ
こ

か
ら
再
び
聖
書
に
問
い
た
ず
ね
る
こ

と
を
し
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
原�

点
、
本
質
を
改
め
て
さ
ぐ
る
こ
と
を

し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
近
代
主
義

の
流
れ
の
な
か
で
個
人
の
精
神
と
内

面
の
方
へ
傾
い
た
キ
リ
ス
ト
教
を
批

判
的
に
乗
り
こ
え
る
こ
と
を
な
し
ま

し
た
。
終
末
論
を
再
発
見
し
た
の
で�

す
。�

　
ち
ょ
う
ど
同
時
期
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
ス
イ
ス
の
若
き
牧
師
で
あ
っ

た
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
が
、
使
徒
パ
ウ

ロ
の
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
に
よ

っ
て
、
終
末
論
を
あ
ら
た
に
神
学
的

に
呈
示
し
た
の
で
す
。�

　
ま
た
内
村
鑑
三
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ

の
地
か
ら
は
る
か
に
遠
い
日
本
に
あ

っ
て
、
当
時
二
十
世
紀
の
最
初
の
二

十
年
間
に
急
速
な
昂
揚
を
見
せ
た
、

ユ
ダ
ヤ
人
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
に
注
目

し
ま
し
た
。
紀
元
七
十
年
に
祖
国
を

追
わ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
漂
泊
と
迫

害
の
果
て
に
、
シ
オ
ン
の
地
へ
、
イ

ス
ラ
エ
ル
へ
帰
ろ
う
、
そ
こ
で
再
び

祖
国
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
運
動
を
は

じ
め
た
の
で
す
。
そ
れ
は
二
千
年
の

歴
史
的
ス
パ
ン
の
な
か
の
、
巨
大
な

地
殻
変
動
で
し
た
。
内
村
は
そ
の
こ

と
を
見
抜
き
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
パ

レ
ス
チ
ナ
復
帰
の
出
来
事
に
こ
そ
、

聖
書
の
預
言
の
真
理
の
、
そ
の
啓
示

の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
が
あ
る
と
考

え
た
の
で
す
。
啓
示
と
は
、
そ
も
そ

も
覆
い
を
取
り
去
る
と
い
う
こ
と
で�

す
。
内
村
は
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
を
た

ん
な
る
近
代
国
民
国
家
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
動
き
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

む
し
ろ
啓
示
的
な
出
来
事
と
し
て
捉

え
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
近
代
的
な
、

実
証
的
な
歴
史
主
義
の
覆
い
を
取
り

は
ら
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い

の
で
す
。�

　
旧
約
聖
書
の
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
三
十

七
章
に
、
朽
ち
た
骨
か
ら
の
肉
体
の

よ
み
が
え
り
の
奇
跡
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
内
村
が
二
十
世
紀
の
ユ
ダ

ヤ
人
に
見
た
の
は
、
ま
さ
に
エ
ゼ
キ

エ
ル
的
な
意
味
に
お
け
る
復
活
で
し�

た
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
近
代
的
精

神
に
お
い
て
は
根
本
的
に
異
質
な
、

驚
異
に
満
ち
た
出
来
事
で
す
。
そ
し

て
大
切
な
の
は
、
こ
の
出
来
事
が
、

そ
の
後
第
二
次
大
戦
下
の
ユ
ダ
ヤ
人

の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
一
九
四
八
年
五

月
十
四
日
の
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
の
再�

建
、
さ
ら
に
は
今
日
ま
で
続
く
パ
レ

ス
チ
ナ
紛
争
、
中
東
戦
争
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。�

　
旧
約
聖
書
は
決
し
て
政
治
的
な
「
大

イ
ス
ラ
エ
ル
主
義
」
を
主
張
し
て
い

ま
せ
ん
。
真
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
は
約
束

の
地
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
・
パ
レ
ス
チ

ナ
人
と
の
共
存
の
う
ち
に
こ
そ
あ
り

ま
す
。
イ
ザ
ヤ
書
の
次
の
言
葉
は
、

中
東
和
平
の
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
実

現
化
の
た
め
の
根
源
的
指
針
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
日
本
人
も
（
か
つ
て

内
村
鑑
三
が
そ
の
信
仰
的
洞
察
に
よ

っ
て
理
解
し
た
よ
う
に
）、
真
実
の�

「
平
和
」
が
、
こ
の
場
所
に
お
い
て
実

現
す
る
こ
と
を
知
り
、
祈
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。�

《
多
く
の
民
が
来
て
言
う
。�

「
主
の
山
に
登
り
、
ヤ
コ
ブ
の
神
の

家
に
行
こ
う
。
主
は
わ
た
し
た
ち

に
道
を
示
さ
れ
る
。
わ
た
し
た
ち

は
そ
の
道
を
歩
も
う
」
と
。�

主
の
教
え
は
シ
オ
ン
か
ら�

御
言
葉
は
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
出
る
。�

主
は
国
々
の
争
い
を
裁
き
、
多
く

の
民
を
戒
め
ら
れ
る
。
彼
ら
は
剣

を
打
ち
直
し
て
鋤
と
し�

槍
を
打
ち
直
し
て
鎌
と
す
る
。
国

は
国
に
向
か
っ
て
剣
を
上
げ
ず
も

は
や
戦
う
こ
と
を
学
ば
な
い
。
ヤ

コ
ブ
の
家
よ
、
主
の
光
の
中
を
歩

も
う
。
》�

（
イ
ザ
ヤ
書
　
二
章
三
〜
五
節
）�

・�

・�

パ
シ
フ
ィ
ズ
ム�

こ
う
ら
ん�

あ
り
さ
ま�

り
ん
り�

い�

い�

や
ど�

よ
ろ
こ
び�

シ
ャ
ロ
ー
ム�

み�

つ
る
ぎ�

す
き�

か
ま�


