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は
じ
め
に
言
葉
が
在
つ
た
︵
二
︶

                        
川
崎
幸
夫

　
ヨ
ハ
ネ
傳
福
音
書
の
開
口
一
番
を

な
す
﹁
は
じ
め
に
み
こ
と
ば
御
言
が

在
つ
た
﹂
と
語
ら
れ
た
﹁
御
言
﹂lo

g
o
s

と
は
決
し
て
人
間
の
用
い
る
日
常
的

言
語
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

神
の
独
り
子
た
る
キ
リ
ス
ト
と
い
う

人
格
的
存
在
を
指
し
て
い
る
。
か
か

る
特
殊
な
意
味
で
父
な
る
神
と
等
し

い
本
性
を
具
え
た
御
子
た
る
ロ
ゴ
ス

と
し
て
、
一
切
の
時
に
先
立
つ
﹁
は
じ

め
に
⋯
⋯
在
つ
た
﹂
と
い
わ
れ
た
﹁
御

言
﹂
は
正
し
く
神
な
の
で
あ
つ
た
。
こ

の
よ
う
な
立
言
は
旧
約
聖
書
で
説
か

れ
て
來
た
世
界
創
造
の
展
開
と
ア
ダ

ム
以
後
の
原
罪
で
規
定
さ
れ
た
人
類

の
歴
史
を
貫
く
時
間
の
構
造
を
一
挙

に
崩
落
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
マ
タ

イ
傳
福
音
書
、
し
た
が
つ
て
新
約
聖

書
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
、
ア
ブ
ラ
ハ

ム
以
後
の
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
系
図
の
末

端
に
イ
エ
ス
を
位
置
づ
け
、
イ
エ
ス

の
福
音
に
旧
約
の
預
言
の
実
現
を
見

出
そ
う
と
し
た
共
観
福
音
書
の
意
図

を
も
完
膚
な
き
ま
で
に
破
壊
す
る
も

の
で
あ
つ
た
。
以
上
の
ご
と
き
驚
く

べ
き
事
柄
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
に

お
い
て
は
定
冠
詞
四
ヶ
を
含
め
て
僅

か
十
七
ヶ
の
単
語
で
一
気
に
吐
露
さ

れ
て
い
る
。

　
し
か
し
「
神
の
許
に
在
つ
た
」
と
い

う
仕
方
で
、
は
じ
め
に
「
在
つ
た
」
と

の
み
措
定
さ
れ
た
「
御
言
」
は
、
神
と

は
別
箇
の
形
で
客
体
的
に
存
在
す
る

も
の
と
し
て
併
存
し
て
い
た
の
で
は

な
く
、
神
が
自
ら
の
全
本
質
を
一
語

に
集
約
し
て
發
語
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
産
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
は
じ

め
」
は
ロ
ゴ
ス
が
語
ら
れ
る
以
前
に

成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
父
が

一
語
を
発
し
、
子
が
産
ま
れ
た
の
と

同
時
に
「
は
じ
め
」
が
現
成
し
た
の
で

あ
り
、
ま
た
同
じ
出
來
事
に
お
い
て

父
も
自
ら
を
父
と
し
て
認
識
し
た
。

産
む
と
い
う
行
為
は
生
命
の
最
高
の

発
現
で
あ
り
、
産
ま
れ
た
子
に
は
産

む
父
か
ら
父
と
同
一
の
生
命
が
流
込

み
、
子
は
父
と
同
一
の
本
性
を
受
容

し
て
、
父
と
子
の
間
に
は
永
遠
に
変

る
こ
と
の
な
い
愛
の
紐
帯
が
結
ば
れ

る
。
そ
れ
故
に
叡
智
に
溢
れ
た
神
の

自
己
認
識
は
単
に
父
自
身
の
内
面
に

孤
立
し
た
抽
象
的
思
弁
で
は
な
く
、

父
は
自
ら
に
等
し
い
本
性
を
具
え
た

子
に
お
い
て
自
己
の
全
本
質
を
見
出

す
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
在
る
」
と

「
語
る
」
と
「
産
む
」
こ
と
、
更
に
「
自

己
認
識
」
と
「
生
命
」
と
は
「
は
じ
め

に
」
お
い
て
完
き
自
己
同
一
を
な
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
キ
リ

ス
ト
教
哲
学
者
の
内
で
、
こ
の
ヨ
ハ

ネ
傳
冒
頭
の
一
句
に
も
つ
と
も
深
い

考
察
を
め
ぐ
ら
し
、「
は
じ
め
」
の
内

に
含
蓄
さ
れ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
関

聯
を
明
か
に
し
た
の
は
オ
リ
ゲ
ネ
ス

と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
あ
る
。
オ
リ
ゲ

ネ
ス
の
場
合
に
つ
い
て
は
既
に
そ
の

概
略
を
描
出
し
た
の
で
、
以
下
の
論

考
に
お
い
て
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
解

釈
を
採
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

  

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
『
ヨ
ハ
ネ
傳
』
一

章
一
節
の
解
釈
を
特
に
重
視
し
て
お

り
、
ド
イ
ツ
語
説
教
に
お
い
て
も
さ

ま
ざ
ま
な
文
脈
の
な
か
で
言
及
さ
れ

て
い
る
が
、
纏
つ
た
形
で
解
釈
が
展

開
さ
れ
て
い
る
の
は
ラ
テ
ン
語
著
作

に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
『
ヨ
ハ
ネ

傳
福
音
書
注
解
』（E

xpositio Sancti
Evangelii  secundum

 Iohannem

）
は

む
し
ろ
「
言
葉
」verbum

の
穿
鑿
に

重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、「
は
じ
め

に
」In principio

の
解
釈
に
つ
い
て
は

『
創
世
記
注
解
』（E

xpositio libri
G
enesis

）
の
方
が
詳
し
い
。
い
う
ま

で
も
な
く
『
創
世
記
』
の
物
語
は
「
は

じ
め
に
神
は
天
と
地
を
創
つ
た
」（In

principio creavit D
eus caelum

 et
terram

.

）
と
い
う
一
句
で
以
て
幕
明

け
と
な
り
、
し
た
が
つ
て
旧
約
の
世

界
全
体
が
「
は
じ
め
に
」
と
い
う
語
に

よ
つ
て
開
演
さ
れ
る
と
い
う
形
を
採

つ
て
い
る
。  

こ
の
二
つ
のIn principio

の
間
に
果
し
て
呼
応
関
係
を
認
め
得

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
岐
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の

よ
う
に
非
神
話
化
を
断
行
し
て
終
末

論
的
な
出
來
事
と
し
て
捉
え
る
た
め

に
、
両
者
の
連
続
性
を
否
定
す
る
人

も
い
る
。
し
か
し
同
じ
く
旧
約
か
ら



共
観
福
音
書
ま
で
継
承
さ
れ
た
継
起

的
時
間
秩
序
を
一
足
跳
び
に
し
て
、

ロ
ゴ
ス
誕
生
の
場
と
し
て
の
「
は
じ

め
に
」
を
天
地
創
造
の
場
で
あ
る
「
は

じ
め
に
」
に
直
結
さ
せ
、
永
遠
の
現
在

の
場
か
ら
或
る
意
味
で
の
非
神
話
化

を
貫
徹
し
た
の
が
中
世
に
お
け
る
否

定
神
學
の
傳
統
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
観
点
を
最
初
に
体
系
的
な
表
現
に

も
た
ら
し
た
の
が
オ
リ
ゲ
ネ
ス
で
あ

り
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
か
ら
降
る
こ
と
一

千
年
有
余
を
経
て
、
よ
り
高
度
な
思

弁
を
展
開
し
た
の
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
は
『
創
世
記
』
冒
頭
に
掲
げ

ら
れ
た「
は
じ
め
」principium

をratio
idealis

で
あ
る
と
規
定
し
た
上
で
、

「
こ
の
も
の
は
ヨ
ハ
ネ
傳
一
章
で
『
は

じ
め
に
言
葉
が
在
つ
た
』
と
語
ら
れ

て
い
る
も
の
―
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
が

ロ
ゴ
ス
、
即
ちratio

と
呼
ん
で
い
る

―
で
あ
る
」（I､136

〜7

）
と
述
べ
て

お
り
、
二
つ
のIn principio

の
直
接

的
同
一
性
を
認
め
て
い
る
。（
以
後
ラ

テ
ン
語
全
集
版
よ
り
の
引
用
箇
所
の

表
示
は
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
、
ア
ラ

ビ
ヤ
数
字
で
頁
数
を
表
す
こ
と
と
す

る
）
以
上
の
ご
と
き
理
由
で
、『
ヨ
ハ

ネ
傳
』
冒
頭
の
「
は
じ
め
に
」
に
関
す

る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
解
釈
を
彼
の

『
創
世
記
註
解
』
に
索
め
る
こ
と
に
す

る
。

  

ま
づ
第
一
に
、
彼
は
今
述
べ
た
ご
と

く
「
そ
こ
で
神
が
天
と
地
を
創
造
し

た
」
場
で
あ
る
「
は
じ
め
」principium

　
と
は
　ratio idealis

で
あ
る
、と
規

定
を
下
し
て
い
る
。そ
こ
で
こ
のratio

idealis
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

の
か
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
コ
ー
ル
ハ
ン
マ
ー
版
全
集
に
つ

け
ら
れ
た
註
に
よ
る
と
、
こ
の
用
語

の
出
典
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の

『
神
学
大
全
』
第
一
部
の
第
一
一
五
問

題
第
二
項
か
ら
由
來
し
た
と
さ
れ
る
。

第
一
一
五
問
題
の
標
題
は
「
物
体
的

被
造
物
の
働
ら
き
（actio

）
に
つ
い

て
」
と
な
つ
て
お
り
、
そ
の
第
二
項
で

は
「
物
体
的
質
料
の
う
ち
に
『
胚
種
的

理
法
』
と
い
う
も
の
が
存
す
る
か
ど

う
か
」
と
い
う
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
「
胚
種
的
理
法
」rationes

sem
inales

と
い
う
表
現
は
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
『
創
世
記
逐
語
注
解
』
第

九
巻
第
一
七
章
か
ら
引
用
さ
れ
た
言

葉
で
あ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
考
え
を
要
約
し
た
ト
マ
ス
の
説
明

に
よ
る
と
、「
生
物
が
子
を
産
む
際
に

能
動
的
に
も
受
動
的
に
も
そ
の
根
源

を
な
し
て
い
る
の
は
生
物
が
そ
こ
か

ら
産
ま
れ
て
來
る
胚
種
（sem

en

）
に

ほ
か
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
し
た
が

つ
て
生
物
が
自
ら
の
「
自
然
的
本
性

に
則
つ
て
子
を
産
む
場
合
や
運
動
が

行
わ
れ
る
際
に
、
そ
の
根
源
と
な
つ

て
い
る
と
こ
ろ
の
、
能
動
と
受
動
の

両
面
に
わ
た
る
す
べ
て
の
力
（om

nes
virtutes activas et passivas quae sunt
principia generationum

 et m
otuum

naturalium

）
を
引
繰
め
て
、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
胚
種
的
理
法
』
と
呼

ん
で
い
る
の
は
適
切
で
あ
る
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
更
に
引

き
つ
づ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
諸
力
は

「
多
様
な
序
列
に
お
い
て
」
（i

n
m
ultiplici ordine

）見
出
さ
れ
る
の
で

あ
つ
て
、
ま
づ
第
一
の
仕
方
で
は
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
よ
う
に

「
神
の
御
言
そ
の
も
の
の
内
に
」（in

ipso V
erbo D

ei

）、 

「
根
源
的
且
つ
起

原
的
な
仕
方
で
」（principaliter et

originaliter

）、 

「
イ
デ
ア
的
理
法
・
イ

デ
ア
的
根
拠
」rationes ideales

と
い

う
意
味
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。

次
い
で
第
二
の
仕
方
で
は
、
普
遍
的

な
因
と
し
て
の
「
世
界
の
諸
元
素
の

内
に
」（in elem

entis m
undi

）
存
在

し
、
第
三
の
仕
方
で
は
、「
普
遍
的
諸

因
か
ら
」（ex universalibus causis

）

「
時
間
の
継
起
に
し
た
が
つ
て
」

（secundum
 successiones tem

porum

）

産
出
さ
れ
る
個
別
的
な
も
の
の
内
に

存
在
し
て
お
り
、
第
四
の
仕
方
で
は
、

も
ろ
も
ろ
の
動
物
や
植
物
か
ら
産
出

さ
れ
る
「
胚
種
」
の
内
に
存
在
し
て
い

る
と
説
い
て
い
る
。
以
上
の
ご
と
く

ト
マ
ス
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考

え
に
沿
つ
て
「
胚
種
的
理
法
」
を
検
討

し
、
そ
れ
ら
が
ま
た
「
原
因
的
理
法
」

rationes causales

で
も
あ
る
こ
と
を

認
め
た
上
で
、
但
し
「
イ
デ
ア
的
理

法
」
は
「
原
因
的
理
法
」
と
は
呼
ば
れ

得
る
が
、「
胚
種
的
理
法
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
と

し
て
は
、「
胚
種
」
は
「
離
在
的
な
根



源
」principium

 separatum

で
は
な
い

か
ら
だ
、
と
語
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

ト
マ
ス
が
綴
つ
た
以
上
の
言
説
は
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
創
世
記
逐
語

注
解
』
の
第
三
巻
か
ら
第
六
巻
に
か

け
て
縷
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
極
く

掻
い
つ
ま
ん
だ
形
に
簡
約
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
を
急
が
ね

ば
な
ら
な
い
た
め
に
若
干
の
付
言
を

す
る
に
と
ど
め
た
い
。
モ
ー
セ
の
創

世
神
話
は
神
が
言
葉
を
発
す
る
毎
に

世
界
の
形
態
が
定
ま
つ
て
ゆ
く
と
い

う
構
成
を
採
つ
て
い
る
。
第
三
日
に

は
乾
い
た
大
地
と
水
を
集
め
た
海
と

を
分
け
、
地
に
は
「
そ
の
種
類
に
し
た

が
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
を
も
つ
」

（habens unum
ｰquodque sem

entem
s
e
c
u
n
d
u
m
 
s
p
e
c
i
e
m

suam
,G
enesis,I,12

）
青
草
や
樹
木
を

生
や
さ
せ
、
第
五
日
に
は
水
中
に
群

を
な
す
生
物
を
「
そ
の
類
に
し
た
が

つ
て
」
（s

e
c
u
n
d
u
m
 
g
e
n
u
s

eorum
,G
enesis,I,20

）
創
造
し
、
ま
た

「
翼
あ
る
も
の
が
地
表
の
上
を
天
の
蒼

穹
に
沿
つ
て
飛
ぶ
よ
う
に
」（volatile

su
p
e
r 
te
rra
m
,se
c
u
n
d
u
m

firm
am
entum

 coeli,ibid.

）
意
図
し

て
、
そ
れ
ら
を
や
は
り
「
そ
の
類
に
し

た
が
つ
て
」
創
造
し
た
。
そ
う
し
て
第

六
日
に
到
つ
て
、
神
は
四
つ
足
の
家

畜
を
は
じ
め
、
蛇
の
よ
う
に
地
を
這

う
動
物
や
、
地
上
を
走
る
野
獣
を
「
類

に
し
た
が
つ
て
」
（s

e
c
u
n
d
u
m

genus,ibid.I,24

）
産
み
出
し
、
最
後
に

人
間
を
神
自
身
の
「
形
姿
・
像
に
な
ぞ

ら
え
て
、
且
つ
自
分
に
似
た
も
の
と

な
る
よ
う
に
」（ad im
aginem

 et
sim
ilitudinem

,ibid.I,26

）造
つ
た
、と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
六
日
間
に
及
ん

だ
こ
の
よ
う
な
創
造
作
用
の
跡
を
継

起
的
な
時
間
秩
序
の
中
で
の
出
來
事

と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
神
は
「
光
在

れ
」
と
語
つ
た
創
造
の
第
一
日
を
な

す
「
始
め
に
」
す
べ
て
を
造
つ
て
し
ま

つ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
、

と
い
う
異
教
的
な
見
解
を
誘
発
さ
せ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
こ
に
は
「
時
間
上

の
長
さ
を
も
つ
た
如
何
な
る
隔
た
り

も
な
い
」（n

u
lla

…m
o
ra
ru
m

t
e
m
p
o
r
a
l
i
u
m
 
s
i
n
t

intervalla,IV
,32,50

）
と
い
う
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
ま
た
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
は
植
物
お
よ
び
人
間
以
外

の
動
物
に
関
し
て
は
「
類
に
し
た
が

つ
て
」（secundum

 genus eorum

）
―

但
し
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
聖
典
と
定

め
ら
れ
て
い
る
俗
語
訳
で
はi

n
genere suo

（
各
種
の
）
と
な
つ
て
い

る
―
行
な
わ
れ
た
と
い
う
表
現
が
あ

る
た
め
に
、「
言
語
表
現
の
日
常
的
用

法
に
し
た
が
え
ば
」（in usu loquendi

quotidiano,III,11,17

）
ま
る
で
「
最
初

に
創
造
さ
れ
た
も
の
が
語
ら
れ
る
以

前
に
、
そ
の
よ
う
な
類
が
存
在
し
て

い
た
か
の
よ
う
に
」（III,12,18

）
読
者

を
惑
わ
せ
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
に

注
意
し
な
が
ら
、
今
述
べ
た
も
の
の

内
で
は
な
に
一
つ
と
し
て
、「
涯
か
ら

涯
に
い
た
る
ま
で
力
強
く
統
括
し
、

万
物
を
優
し
く
い
た
は
る
よ
う
に
配

置
し
て
い
る
神
の
智
慧
そ
の
も
の
に

包
ま
れ
て
お
り
な
が
ら
、
永
遠
に
し

て
且
つ
不
変
な
る
理
法
・
根
拠

（aetern
a et in

co
m
m
u
tab
ilis

ratio,ibid.
）
に
よ
つ
て
活
力
を
授
け

ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
」
は
な

い
の
だ
、
と
語
つ
て
い
る
。

  

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
機
微
に

触
れ
る
た
め
に
は
、
人
間
の
精
神
は

「
朽
つ
べ
き
肉
体
の
ゆ
え
に
魂
に
重
圧

が
あ
ま
り
に
も
か
け
ら
れ
て
」
お
り
、

そ
の
た
め
に
ま
ず
「
被
造
物
を
肉
体

の
感
覚
を
通
し
て
経
験
し
、
そ
の
経

験
内
容
に
人
間
的
な
弱
さ
の
範
囲
内

で
許
さ
れ
る
尺
度
を
適
用
し
て
知
識

を
獲
得
し
て
か
ら
の
ち
に
、
漸
く
の

こ
と
で
、
も
し
何
ら
か
の
仕
方
で
被

造
物
一
般
の
諸
原
因
（causas

）
に
到

達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、

神
の
御
言
の
内
に
根
源
的
且
つ
不
変

的
な
仕
方
で
と
ど
ま
つ
て
い
る
諸
原

因
（causas

…
…principaliter atque

incom
m
utabiliter m

anentes in V
erbo

D
ei

）
の
探
求
に
向
う
」
と
い
う
迂
路

を
辿
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
し
た
が

つ
て
「
神
に
具
わ
る
不
可
視
な
も
の

を
被
造
物
を
介
し
て
理
解
し
な
が
ら

洞
察
し
よ
う
と
求
め
る
」
よ
う
に
制

約
さ
れ
た
人
間
の
精
神
に
と
つ
て
は
、

そ
の
こ
と
が
「
ど
れ
ほ
ど
の
困
難
と
、

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
時
間
の
経
過
」

（
以
上IV

,32,49

）
を
必
要
と
す
る
か

は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。



  
こ
れ
に
反
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
肉
体
を
も
た
ず
、
し
た
が
つ
て

穢
れ
な
き
「
天
使
の
精
神
」M

en
s

angelica

は
こ
の
こ
と
を
手
易
く
な
し

得
る
と
い
う
。
即
ち
「
天
使
の
精
神
は

浄
ら
か
に
澄
切
つ
た
愛
に
よ
つ
て
神

の
御
言
に
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
か

ら
（pura caritate inhaerens V

erbo
D
ei

）、
天
使
以
外
の
も
の
す
べ
て
に

先
行
す
る
よ
う
に
自
分
を
位
置
づ
け

た
あ
の
秩
序
に
し
た
が
つ
て
自
ら
が

創
造
さ
れ
た
後
に
、
他
の
被
造
物
は

そ
れ
ら
が
創
造
さ
れ
る
よ
り
も
以
前

に
、
ま
づ
神
の
御
言
の
内
で
造
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
察
し

た
（prius ea vidit in V

erbo D
ei

facienda,quam
 facta sunt:

）」、
し
た

が
つ
て
物
質
的
感
性
的
素
材
と
結
合

し
た
「
他
の
被
造
物
は
、
そ
れ
ら
自
身

の
固
有
の
本
性
に
お
い
て
生
ず
る
よ

り
も
以
前
に
、
神
が
『
成
れ
！
』
と
語

つ
た
時
に
、
天
使
の
認
識
の
内
で
す

で
に
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
（prius

in ejus fiebant cognitione,cum
 D
eus

dicebat ut fierent,

）」、
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
（
以
上ibid.

）。
更
に
彼
は
「
神

が
『
光
在
れ
』
と
語
つ
た
時
、
創
造
さ

れ
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
た
被
造
物

の
理
法
・
根
拠
（ratio condendae

creaturae

）
は
神
の
御
言
の
内
に
先
行

し
て
い
た
（praecessit

）
の
で
あ
つ

て
、
こ
れ
に
引
続
い
て
光
そ
の
も
の

が
生
じ
、
そ
の
光
に
よ
つ
て
天
使
的

精
神
が
形
造
ら
れ
た
」
と
論
を
進
め

て
い
る
。
か
く
し
て
天
使
と
い
う
「
創

造
さ
れ
た
光
（lux creata

）
は
自
ら
を

創
造
す
る
光（creans lux

）に
一
身
を

委
ね
た（adhaesit

）の
で
あ
つ
て
、「
そ

の
際
に
創
造
さ
れ
た
光
は
自
ら
を
創

造
す
る
光
を
見
な
が
ら
、
そ
の
光
に

お
い
て
自
ら
を
見
て
い
る
（videns

illam
 et se in illa

）
の
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
、
そ
れ
に
依

つ
て
自
ら
が
造
ら
れ
た
理
法
・
根
拠

（rationem
 qua facta est

）
を
見
て
い

る
こ
と
な
の
で
あ
る
」。
し
か
も
以
上

の
一
連
の
流
れ
に
は
「
時
間
の
上
で

の
拡
が
り
を
も
つ
た
い
か
な
る
間
隔

も
な
い
」（
以
上IV

,32,50

）
と
明
言

さ
れ
て
い
る
。  

し
か
し
な
が
ら
、
天

使
的
精
神
の
場
合
は
さ
る
こ
と
な
が

ら
、『
創
世
記
』
の
物
語
る
と
こ
ろ
を

書
か
れ
た
文
字
に
よ
つ
て
辿
る
な
ら

ば
、「
万
物
は
連
結
さ
れ
た
諸
原
因
の

順
序
に
し
た
が
つ
て
、
個
別
的
に
区

別
さ
れ
て
」
生
じ
た
形
に
な
つ
て
お

り
、
万
物
は
決
し
て
同
時
に
造
ら
れ

た
の
で
は
な
く
、「
予
め
定
め
ら
れ
た

日
日
に
応
じ
て
、
時
間
上
の
間
隔
を

置
い
て
」
造
ら
れ
た
よ
う
に
受
取
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
此
の
世
の
智
慧
の

側
か
ら
提
起
さ
る
べ
き
疑
問
を
想
定

し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
以
下

の
よ
う
に
講
述
を
繰
拡
げ
て
い
る
。

神
の
創
造
の
働
き
は
「
事
物
の
自
然

本
性
的
な
運
動
に
則
つ
て
、
わ
れ
わ

れ
が
現
在
経
験
し
て
い
る
よ
う
に
」

理
解
す
べ
き
な
の
で
は
な
く
、「
驚
嘆

す
る
ほ
か
は
な
く
、
ま
た
筆
舌
に
尽

し
難
い
智
慧
の
力
に
よ
つ
て
」
発
動

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
致
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
そ
れ
ぞ
れ
の

類
に
（suo cuique generi

）
適
合
し

て
い
る
も
の
を
完
成
す
る
た
め
に
、

時
間
的
な
間
隔
を
置
き
な
が
ら
今
わ

れ
わ
れ
が
眺
め
て
い
る
も
の
が
、
実

は
そ
れ
ぞ
れ
に
内
在
し
て
い
る
理

法
・
根
拠
に
し
た
が
つ
て
（ex illis

insistis rationibus

）
到
來
す
る
よ
う

に
、
神
の
智
慧
に
よ
つ
て
創
造
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
理

法
・
根
拠
を
神
は
創
造
の
一
撃
を
放

つ
に
当
つ
て
（in ictu condendi

）、
丁

度
種
子
を
蒔
く
よ
う
な
仕
方
で
蒔
き

散
ら
し
た
（sem

inaliter sparsit

）
の

で
あ
る
」（
以
上IV

,33,51

）
と
。

  

し
た
が
つ
て
人
間
の
場
合
も
、
神
が

万
物
を
同
時
に
創
造
し
た
際
に
、
そ

れ
ら
の
「
同
時
に
創
造
さ
れ
た
事
物

の
内
に
原
因
的
に
創
造
さ
れ
た
」（in

rebus sim
ul creatis causaliter

conditus,

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
「
人
間
は
そ
の
時
に
は
未
だ
固

有
の
生
を
生
き
て
は
お
ら
ず
、
ま
た

そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
る
両

親
の
内
に
在
つ
た
と
い
う
こ
と
も
な

い
」
の
で
あ
る
が
、「
神
が
万
物
を
同

時
に
創
造
し
た
、
あ
の
最
初
の
創
造

に
お
い
て
（In illa

…prim
a condi-

tione m
undi,cum

 D
eus om

nia sim
ul

creavit,

）、
将
來
に
現
れ
て
來
る
筈
の

人
間（hom

o

…qui esset futurus,

）即

ち
創
造
さ
れ
る
べ
き
人
間
の
理
法
・

根
拠
（ratio creandi hom

inis

）
が
造



ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
創
造
さ
れ
た

人
間
の
行
為
（actio creati

）
が
造
ら

れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」（
以
上

V
I,9,16

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

  

こ
の
よ
う
な
理
法
・
根
拠
の
在
り
方

に
は
固
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
認

め
ら
れ
て
お
り
、
今
の
節
の
直
後
に

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
先
に
引
用
し

た
ト
マ
ス
の
要
約
し
た
よ
う
な
説
明

を
行
な
つ
て
お
り（V

I,10,17

）、将
來

に
お
い
て
「
創
造
さ
れ
る
べ
き
人
間

の
理
法
・
根
拠
」
は
「
空
気
中
に
響
く

一
切
の
音
声
以
前
」（ante om

nem
aeris sonum

,V
I,8,13

）
か
ら
語
り
か

け
て
く
る
「
神
の
御
言
の
内
に
在
」
つ

て
、「
永
遠
な
」
も
の
と
し
て
在
る
場

合
で
あ
り
、
継
起
的
時
間
の
内
で
「
創

造
さ
れ
た
人
間
」
が
選
択
的
意
志
に

よ
つ
て
決
定
し
た
個
個
の
時
間
的
な

「
行
為
」
の
場
合
は
ト
マ
ス
の
い
う

「
第
三
の
仕
方
」
に
相
当
す
る
。

  

以
上
の
よ
う
に
辿
つ
て
き
た
と
こ
ろ

で
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
創
世

記
逐
語
注
解
』
に
お
い
て
は
、
最
初
の

創
造
に
お
い
て
神
の
御
言
の
内
に
在

つ
た
万
物
の
理
法
・
根
拠
は
「
永
遠

な
」a

e
te
rn
a

と
か
「
不
変
な
」

incom
m
utabilis

と
い
う
ふ
う
に
性
格

づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ト
マ
ス
が
規

定
し
た
よ
う
に
「
イ
デ
ア
的
」idealis

と
は
形
容
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ

の
点
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
が
問

題
と
な
る
。―
―
な
お
本
稿
で
はratio

と
い
う
用
語
に
対
し
て
、
煩
を
厭
わ

ず
に
一
貫
し
て
「
理
法
・
根
拠
」
と
い

う
訳
語
を
当
て
て
き
た
が
、
こ
れ
は

高
田
三
郎
・
横
山
哲
夫
訳
『
神
学
大

全
』
第
八
巻
（
創
文
社
）
二
四
七
頁
と

そ
の
「
訳
者
註
」
三
五
一
頁
に
依
つ
て

い
る
。
片
柳
栄
一
訳
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
著
作
集
』
一
六
（
教
文
館
）
に
お

い
て
「
理
拠
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
も

多
分
「
理
法
・
根
拠
」
を
一
語
に
縮
め

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、

日
本
語
と
し
て
は
却
つ
て
不
分
明
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。  
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
説
く
と
こ
ろ
で

は
、
神
が
「
光
在
れ
」
と
語
つ
て
開
い

た
創
造
の
始
め
に
お
い
て
、
万
物
は

「
永
遠
且
つ
不
変
な
理
法
・
根
拠
」
を

介
し
て
神
の
御
言
の
内
に
悉
く
集
約

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
有
様
を
了
了
と

直
視
し
う
る
の
は
御
言
と
の
内
的
な

結
び
つ
き
を
保
つ
「
天
使
の
精
神
」
の

み
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
所
論
を
継
承
し
つ
つ
、

し
か
も
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
対

す
る
批
判
的
態
度
を
貫
い
た
ト
マ
ス

が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
用
語
法

に
も
見
ら
れ
な
か
つ
た
「
イ
デ
ア
的

理
法
・
根
拠
」
と
い
う
表
現
を
工
夫
し

た
意
図
が
奈
辺
に
あ
つ
た
か
は
容
易

に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

こ
で
『
神
学
大
全
』
第
一
部
に
お
い
て

は
、
も
う
一
ヶ
所ratio idealis

と
い

う
述
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が

あ
る
の
で
、
そ
こ
の
論
議
を
考
察
す

る
こ
と
に
し
た
い
。さ
てratio idealis

と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
の
は
、
自

然
的
理
性
に
よ
る
「
神
の
ペ
ル
ソ
ナ

の
認
識
に
つ
い
て
」（D

e divinarum
personarum

 cognitione

）
と
い
う
問

題
を
取
扱
つ
て
い
る
第
三
十
二
問
題

で
あ
つ
て
、
そ
の
第
一
項
に
お
け
る

A
d prim

um

（
一
に
つ
い
て
）
に
お
い

て
で
あ
る
（
高
田
三
郎
・
山
田
晶
訳

『
神
学
大
全
』
第
三
巻
一
○
六
頁
）。

  

ト
マ
ス
は
ま
づ
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
が

父
・
子
・
聖
霊
と
い
う
風
に
三
位
を
な

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
認
識
に
人

間
的
本
性
の
側
か
ら
到
達
し
う
る
か

否
か
に
関
す
る
諸
説
を
検
討
し
た
上

で
、「
も
ろ
も
ろ
の
被
造
物
か
ら
出
発

し
て
神
の
認
識
に
到
達
す
る
よ
り
ほ

か
な
き
」「
自
然
的
理
性
に
よ
つ
て

は
、
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
が
三
位
を
な
し

て
い
る
こ
と
（T

rinitas divinarum
Personarum

）の
認
識
に
到
達
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
結
論
を
下

し
て
い
る
。
信
仰
箇
條
を
学
知
の
前

提
と
し
た
ト
マ
ス
に
と
つ
て
は
、「
ペ

ル
ソ
ナ
の
区
別
」
は
自
然
的
理
性
の

及
び
得
な
い
神
秘
乃
至
玄
義

（m
ysterium

）
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に

反
し
て
「
万
有
の
根
源
」（om

nium
entium

 principium

）
で
あ
る
か
ぎ
り

の
神
に
必
然
的
に
適
合
す
る
べ
き
こ

と
」
に
は
自
然
的
理
性
に
よ
る
認
識

が
及
び
う
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
「
神

の
創
造
的
能
力
」
と
い
う
も
の
は
「
三

位
全
体
に
共
通
な
こ
と
（com

m
unis

toti Trinitati

）
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て

そ
れ
は
神
の
「
本
質
の
一
体
性
」

unitas essentiae

に
属
す
る
事
柄
で
あ



る
か
ら
、
自
然
的
理
性
を
通
し
て
も

認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
。

  

以
上
の
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、

ト
マ
ス
は
更
に
論
を
進
め
、「
哲
學
者

た
ち
は
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
三
位
と
い

う
玄
義
を
、
そ
れ
ら
に
固
有
な
事
柄

に
よ
つ
て
認
識
し
た
の
で
は
な
く
、

…
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
固
有
な

も
の
と
さ
れ
て
い
る
或
る
種
の
本
質

的
諸
属
性
（essentialia attributa

）
を

認
識
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
つ

て
、
そ
れ
は
丁
度
「
父
に
は
能
力
が
、

子
に
は
智
慧
が
、
聖
霊
に
は
善
意

bonitas

が
固
有
の
も
の
と
さ
れ
る
と

い
う
風
に
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
つ
て

「
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
人
人
の
著
作
の
な

か
で『
始
に
言verbum

が
在
つ
た
』と

い
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
言
が
『
神

の
内
に
生
ま
れ
た
ペ
ル
ソ
ナ
』

（personam
 genitam

 in divinis

）を
表

示
す
る
限
り
に
お
い
て
で
は
な
く
、

却
つ
て
『
そ
れ
を
通
し
て
父
な
る
神

が
万
物
を
創
造
し
た
イ
デ
ア
的
根
拠
』

（ratio idealis,per quam
 D
eus om

nia
condidit

）
が
言verbum

と
い
う
語
に

よ
つ
て
了
解
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お

い
て
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
イ
デ
ア
的
根
拠
と
は
御
子
に
固

有
の
も
の
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。こ
のratio idealis

と

い
う
用
語
に
対
し
て
つ
け
ら
れ
た
高

田
・
山
田
訳
の
「
訳
註
」
は
「ratio

idealis

と
は
、
神
が
そ
れ
に
も
と
づ
い

て
万
物
を
創
造
す
る
原
型
と
し
て
、

事
物
の
存
在
す
る
に
先
立
つ
て
神
の

御
言
の
う
ち
に
先
在
す
る
と
考
え
ら

れ
た
万
物
の
イ
デ
ア
で
あ
る
」（
同
書

三
七
四
頁
）
と
適
確
な
説
明
を
行
な

つ
て
い
る
。

  

し
か
し
な
が
ら
「
胚
種
的
理
法
」
と

同
じ
く「
原
因
的
理
法
」ratio causalis

と
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
万
物
を
同
時

に
創
造
し
た
時
以
前
の
「
は
じ
め
」
に

発
せ
ら
れ
た
「
神
の
御
言
そ
の
も
の

の
内
に
」、「
根
源
的
且
つ
起
原
的
な

仕
方
」
で
根
源
的
な
諸
力
が
存
在
し

て
い
る
場
合
に
、
な
ぜ
ト
マ
ス
が
「
イ

デ
ア
的
」
と
い
う
形
容
を
つ
け
た
の

か
は
依
然
と
し
て
判
明
に
な
ら
な
い

と
こ
ろ
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

を
詳
細
に
究
明
す
る
こ
と
は
筆
者
の

能
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
の
哲
学
と
の
邂
逅
を

通
し
て
回
心
す
る
こ
と
を
得
た
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
飛
翔
す
る
「
天
使

の
精
神
」
に
よ
つ
て
の
み
「
永
遠
不
変

な
理
法
・
根
拠
」
を
直
視
し
う
る
と
見

做
し
た
の
に
対
し
て
、
被
造
的
人
間

の
側
に
立
脚
点
を
置
い
た
ト
マ
ス
が

か
か
る
理
法
に
接
近
す
る
道
を
あ
く

ま
で
も
自
然
的
理
性
に
求
め
た
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

                      

　
　（
未
完
）


