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ギ
リ
シ
ア
教
父
ァ
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス

(
A
.
D
.
1
5
0
-

215)
は
、
主
要
著
作
と
し
て
『
プ
ロ
ト
レ
プ
テ
ィ
コ
ス
』
『
。
ハ
イ
ダ

ゴ
ー
ゴ
ス
』
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
」
の
三
作
品
を
残
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
三
著
作
が
純
然
た
る
三
部
作
を
構
成
す
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
古
来
説
が
分
か
れ
て
お
り
、
前
二
著
作
が
段
階
を
成
す
の
は
確

実
と
し
て
も
、
元
来
第
三
段
階
を
成
す
は
ず
で
あ
っ
た
作
品
が
現
存
・

し
て
い
な
い
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。
そ
の
場
合
『
ス
ト
ロ
マ
テ

序

イ
ス
』
が
三
部
作
の
第
三
段
階
を
形
成
す
る
作
品
で
は
な
く
な
る
。

た
だ
そ
の
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』
第
七
巻
で
、
ク
レ
メ
ン
ス
自
身
が

「
異
邦
の
者
か
ら
信
仰
へ
の
転
回
は
救
い
の
第
一
の
変
容
で
あ
り
、

信
仰
か
ら
覚
知
へ
の
転
回
は
第
二
の
変
容
で
あ
る
」

(
S
t
r
.
VII.10・ 

5
7
.
4
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
異
邦
の
者
か
ら
信
仰
へ
の
転
回
」

と
は
『
プ
ロ
ト
レ
プ
テ
ィ
コ
ス
』
の
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
「
信
仰

か
ら
覚
知
へ
の
転
回
」
と
は
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』
の
内
容
で
あ
る

(
2
)
 

と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
す
る
と
「
。
ハ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
の
執
筆

意
図
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

.

（

3
)
 

本
稿
は
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
描
く
「
訓
導
者
」

p
a
i
d
a
g
o
g
o
s

と
い

「
訓
導
者
」

(
p
a
i
d
a
g
o
g
o
s
)

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
お
け
る

秋

山
(
1
)
 

の
意
義

学
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アレクサンドリアのクレメソスにおける訓導者 (paidagogos)の意義

『
。
ハ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
の
執
筆
意
図
は
、
著
作
冒
頭
よ
り
ほ
ぼ
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ク
レ
メ
ン
ス
は
「
子
た
ち
ょ
、
真

理
の
礎
は
既
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
偉
大
な
る
神
の
聖
な
る
神
殿
の
基
と
し
て
の
、
砕
か
れ
る
こ

と
の
な
い
覚
知

(
g
n
o
s
i
s
)

の
礎
で
あ
り
、
麗
し
き
訓
戒
、
ロ
ゴ
ス

に
適
う
従
順
を
通
じ
て
の
永
遠
の
生
命

(
z
o
e
a
i
d
i
o
s
)

へ
の
欲
求

で
あ
っ
て
、
知
の
場
に
据
え
ら
れ
て
い
る
」

(
P
a
e
d
.
I. 
1.1)

と
い

う
序
文
か
ら
こ
の
作
品
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

『
パ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
は
、
す
で
に
信
仰
と
い
う
「
真
理
の
礎
」
に

立
っ
た
者
を
対
象
に
記
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

さ
ら
に
続
く
箇
所
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
。
以
下
、
可
能
な
限
り
原

文
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て
考
察
を
お
こ
な
う
た
め
、
や
や
長
め
に
訳
文

(
4
)
 

を
提
示
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

Il 

う
存
在
そ
の
も
の
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
著
作
と
し
て
の
『
パ
イ

ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
。「

勧
告
者
」

(
p
r
o
t
r
e
p
t
i
k
o
s
)

「
訓
導
者
」

(
p
a
i
d
a
g
o
g
o
s
)

「
師
」

(
d
i
d
a
s
k
a
l
o
s
)

「
ロ
ゴ
ス
は
、
次
の
三
つ
の
事
柄
を
め
ぐ
っ
て
人
間
に
関
わ
る
。

そ
れ
は
倫
理
、
行
為
、
情
念

(
p
a
t
h
e
)

で
あ
る
。
ま
ず
勧
告
者
と

し
て
、
ロ
ゴ
ス
は
人
の
倫
理
を
司
る
。
つ
ま
り
敬
神
の
念

(
t
h
e
o
s
e
,

b
e
i
a
)

の
導
き
手
と
し
て
、
さ
な
が
ら
龍
骨
の
ご
と
く
信
仰
の
建
設

の
た
め
に
措
定
さ
れ
る
。
そ
の
上
に
立
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
大
い
に
喜

び
、
救
い
を
目
に
古
の
思
い
な
し
を
破
棄
し
て
若
返
り
、
〈
神
は
イ

ス
ラ
エ
ル
に
対
し
、
心
の
直
き
人
に
対
し
て
何
と
善
き
方
で
あ
る
こ

と
か
〉
（
詩
七
二

1
)
と
唱
う
預
言
に
声
を
合
わ
せ
る
。
次
に
ロ
ゴ

ス
は
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
対
し
、
提
言
者
と
し
て
こ
れ
を
監
督
す
る
。

さ
ら
に
情
念
に
対
し
て
は
、
慰
め
主
と
し
て
こ
れ
を
癒
す
。
こ
れ
ら

す
ぺ
て
に
お
い
て
、
そ
こ
に
関
わ
る
の
は
一
に
し
て
同
じ
ロ
ゴ
ス
で

あ
り
、
こ
の
ロ
ゴ
ス
が
、
生
ま
れ
つ
い
た
世
の
習
性
か
ら
人
を
引
き

離
し
、
神
へ
の
信
仰
の
類
ま
れ
な
る
救
い
に
向
け
、
訓
導
者
と
し
て

関
わ
る

(
p
a
i
d
a
g
o
g
o
n
)

の
で
あ
る
。
さ
て
、
天
上
的
な
導
者
で

あ
る
こ
の
ロ
ゴ
ス
は
、
救
い
に
向
け
て
人
を
招
く
際
、
「
勧
告
的
」

(
p
r
o
t
r
e
p
t
i
k
o
s
)

で
あ
る
（
部
分
か
ら
全
体
を
名
付
け
る
な
ら

「
奨
励
的
」

(
p
a
r
o
r
m
e
t
i
k
o
s
)

ロ
ゴ
ス
と
い
う
の
が
本
来
的
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
「
勧
告
的
」
と
い
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
敬
神
の
念

t
h
e
o
s
e
,

b
e
i
a
に
共
通
で
、
現
在
の
ま
た
来
た
る
べ
き
生
命
の
衝
動
を
、
生

ま
れ
を
同
じ
く
す
る
理
性
に
植
え
つ
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
）
。
し
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か
る
に
こ
の
両
者
と
も
、
治
癒
を
果
た
す

(
t
h
e
r
a
p
e
u
t
i
k
o
s
)

と

同
時
に
示
唆
を
与
え
る

(
h
y
p
o
t
h
e
t
i
k
o
s
)

も
の
で
あ
り
、
己
が
も

の
に
自
ら
随
き
従
い
、
勧
告
を
受
け
た
者
を
励
ま
し
、
主
眼
と
し
て

は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
情
念
の
癒
し
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
わ
れ
わ
れ
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
存
在
に
対
す
る
適
切
な
呼

び
名
と
し
て
、
独
自
の
名
「
訓
導
者
」

(
p
a
i
d
a
g
o
g
o
s
)

を
も
っ
て

呼
ぼ
う
。
こ
の
方
は
先
立
つ
方
で
あ
っ
て

(
p
r
o
a
k
t
i
k
o
s
)
、
経
過

を
吟
味
す
る
方

(
m
e
t
h
o
d
i
k
o
s
)

で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
目
的
は

霊
魂
を
よ
り
善
な
る
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
教
義
の
賦
与
(di,

d
a
s
k
e
i
n
)

で
は
な
く
、
思
慮
あ
る
生
へ
と
導
く
こ
と
を
務
め
と
し
、

学
識
に
富
ん
だ
生
を
歩
ま
せ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
」

(
P
a
e
d
.
 
I. 
1.1.1,1.3)
。

い
ま
引
い
た
末
尾
の
一
節
に
現
れ
る
「
経
過
を
吟
味
」
し
、
「
教

義
の
賦
与
」
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
「
学
識
に
富
ん
だ
生
を
歩
ま
せ

る
こ
と
を
目
指
す
」
存
在
は
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
「
師
」

(
d
i
d
a
s
,

k
a
l
e
s
)

と
い
う
名
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
「
と
は
い
う

も
の
の
、
こ
の
ロ
ゴ
ス
は
同
時
に
ま
た
教
え
の
師
た
る
存
在
で
も
あ

る

(
d
i
d
a
s
k
a
l
i
k
o
s
)
。
も
っ
と
も
現
段
階
で
は
そ
う
受
け
取
る
こ

と
は
し
な
い
。
と
い
う
の
も
「
師
」
た
る
存
在
は
教
義
に
関
わ
る
際
、

そ
れ
を
明
ら
か
に
し
不
明
を
取
り
除
く
こ
と
を
務
め
と
す
る
が
、
訓

導
者
は
実
践
に
携
わ
る
者
で
あ
り
、
ま
ず
倫
理
観
の
確
立
を
勧
告
し
、

必
須
な
事
ど
も
の
実
現
に
向
け
て
招
き
、
濁
り
の
な
い
助
言
を
伝
え
、

以
前
迷
い
の
境
地
に
あ
っ
た
者
の
像
を
後
の
者
た
ち
に
示
す
と
い
う

役
割
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
」

(
P
a
e
d
.
I. 
1.2.1)
。
さ
ら
に
こ
の
こ

と
は
、
第
一
巻
第
一
章
の
末
尾
で
次
の
よ
う
に
明
確
に
表
現
さ
れ
る
。

「
す
べ
て
に
お
い
て
人
間
愛
に
満
ち
た
ロ
ゴ
ス
は
、
わ
れ
わ
れ
に
対

し
、
救
い
の
梯
子
、
力
あ
る
教
え
に
ふ
さ
わ
し
い
階
段
を
究
め
さ
せ

よ
う
と
刻
苦
し
、
麗
し
き
経
倫
を
用
い
て
、
ま
ず
勧
告
し

(
p
r
o
t
r
e
-

p
o
n
)
、
し
か
る
の
ち
訓
導
し

(
p
a
i
d
a
g
o
g
o
n
)
、
最
後
に
教
え
を
授

け
る

(
e
k
d
i
d
a
s
k
o
n
)

の
で
あ
る
」

(
P
a
e
d
.
I. 
1.3.3)
。

し
た
が
っ
て
、
ク
レ
メ
ン
ス
が
少
な
く
と
も
『
。
ハ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』

の
執
筆
時
点
で
は
、
「
勧
告
者
」

(
p
r
o
t
r
e
p
t
i
k
o
s
)

「
訓
導
者
」

(pai‘

d
a
g
o
g
o
s
)

「師」

(
d
i
d
a
s
k
a
l
o
s
)

と
い
う
三
つ
の
階
梯
を
想
定
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
プ
ラ
ン
は
、
『
。
ハ

イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
」
第
三
巻
の
終
章
に
お
い
て
も
保
持
さ
れ
て
い
る
。

「
多
く
の
事
柄
の
う
ち
…
…
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
、
か
の

訓
導
者
は
神
の
書
よ
り
引
い
て
説
明
し
、
自
ら
の
子
ど
も
た
ち
に
提

示
し
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
言
わ
ば
悪
を
根
絶
し
、
不

正
を
取
り
除
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
特
別
な
人
々
に
向

け
ら
れ
た
勧
告
も
数
多
く
聖
な
る
書
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
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と
で
、

は
長
老
、
司
教
あ
る
い
は
助
祭
、
ま
た
寡
婦
た
ち
に
宛
て
ら
れ
た
も

の
で
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
別
に
述
べ
る
機
会
も
あ
ろ
う
。
た
だ
多

く
は
比
喩
的
な
表
現
を
通
し
て
、
ま
た
醤
え
を
通
し
て
語
ら
れ
る
こ

そ
れ
を
読
む
人
々
に
益
を
も
た
ら
し
う
る
。
〈
だ
が
〉
、
訓

導
者
は
語
る
。
〈
こ
れ
ら
に
つ
い
て
な
お
教
え
を
授
け
る
こ
と
は
わ

た
し
の
務
め
で
は
な
い
〉
。
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
の
は
、
そ
の
人
に

向
か
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
歩
み
を
進
め
る
べ
き
師
、
か
の
聖
な
る
言
葉

(
l
o
g
o
i
)

の
解
説
の
た
め
の
師

(
d
i
d
a
s
k
a
l
o
s
)

な
の
で
あ
る
。
わ

た
し
は
教
え
を
授
け
る
こ
と
を
止
め
、
あ
な
た
方
は
師
か
ら
聞
く
べ

き
時
が
来
た
。
こ
の
師
は
麗
し
き
導
き

(
a
g
o
g
e
)

に
よ
っ
て
育
ま

れ
た
あ
な
た
方
を
引
き
取
り
、
（
聖
書
の
）
言
葉

(
l
o
g
i
a
)

を
教
授

し
て
く
れ
る
だ
ろ
う

(
e
k
d
i
d
a
x
e
t
a
i
)
。
そ
の
た
め
の
学
舎

(
d
i
d
a
s
,

k
a
l
e
i
o
n
)

と
は
、
か
の
教
会

(
e
k
k
l
e
s
i
a
)

で
あ
り
、
そ
の
た
め
の

唯
一
の
「
師
」

(
d
i
d
a
s
k
a
l
o
s
)

と
は
、
か
の
花
婿
な
の
で
あ
る
」

(
P
a
e
d
.
 
III. 
1
2
.
9
7
.
1
'
9
8
.
1
)

。

そ
し
て
『
パ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
全
編
の
末
尾
に
は
、
お
そ
ら
く
ク

方
は
、

レ
メ
ン
ス
自
身
の
作
で
あ
ろ
う
「
ロ
ゴ
ス
讃
歌
」
が
付
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
に
先
立
ち
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
訓
導
者
な
る

わ
れ
わ
れ
を
自
ら
教
会

(
e
k
k
l
e
s
i
a
)

へ
と
導
き
、
師
た
る

役
割
を
帯
び
す
べ
て
を
知
悉
す
る
ロ
ゴ
ス
に
託
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
到
り
、
正
し
き
感
謝
に
適
っ
た
献
げ
物
と
し
て
、

麗
し
き
訓
導
の
讃
歌
を
主
に
贈
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」

(
P
a
e
d
.
III. 1
2
.
 

9
8
.
1
)

。
以
上
か
ら
、
「
訓
導
者
」
は
「
勧
告
者
」
が
信
仰
へ
と
招
き
入
れ

た
人
々
に
接
し
、
こ
れ
を
最
終
的
に
「
花
婿
」
た
る
「
師
」
に
引
き

渡
す
ま
で
の
道
程
を
担
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
そ
の
際
に
対
象
と
な
る
の
は
、
す
で
に
洗
礼
を
受
け
て
「
信

徒
」
と
な
り
、
「
真
理
の
礎
」
を
固
め
た
者
た
ち
で
は
あ
る
が
、
ま

だ
聖
書
に
収
め
ら
れ
た
数
々
の
難
解
な
表
現
を
「
師
」
の
許
で
解
釈

で
き
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
存
在
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
言
う

ま
で
も
な
く
こ
の
「
訓
導
者
」
と
「
師
」
と
は
、
こ
の
『
パ
イ
ダ
ゴ
ー

ゴ
ス
』
末
尾
に
お
い
て
一
致
す
る
。
「
訓
導
者
よ
、
あ
な
た
の
子
ら

に
対
し
て
恵
み
深
く
あ
れ
。
父
に
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
御
者
な
る
方
、

子
に
し
て
父
、
一
に
し
て
両
者
な
る
主
よ
。
わ
れ
ら
、
あ
な
た
の
掟

に
随
う
者
た
ち
に
、
像
と
い
う
類
似
性
（
創
世
一

26)
を
満
た
す
こ

と
を
、
そ
し
て
裁
き
手
で
あ
り
な
が
ら
辛
辣
で
な
い
善
き
神
を
、
カ

の
限
り
感
じ
取
る
こ
と
を
叶
え
さ
せ
た
ま
え
。
そ
し
て
あ
な
た
の
平

和
の
う
ち
に
暮
ら
し
、
あ
な
た
の
町
へ
と
移
住
し
、
罪
の
波
に
も
揺

ら
ぐ
こ
と
な
く
航
行
し
、
聖
な
る
霊
、
語
り
が
た
き
知
恵
と
と
も
に

安
ら
か
に
運
ば
れ
る
こ
と
を
、
自
ら
す
べ
て
に
お
い
て
許
し
た
ま
え
。
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III 

「
訓
導
者
」
を
め
ぐ
る
バ
ウ
ロ
と
ク
レ
メ
ン
ス

夜
も
日
中
も
、
一
日
中
、
感
謝
の
讃
歌
を
唯
一
な
る
父
に
し
て
子
、

子
に
し
て
父
、
訓
導
者
に
し
て
師
な
る
子
に
、
聖
霊
と
と
も
に
献
げ

る
わ
れ
ら
を
通
し
て
」

(
P
a
e
d
.
III. 
1
2
.
1
0
1
.
1
,
1
0
1
.
2
)
。

さ
て
「
訓
導
者
」
と
訳
し
た

p
a
i
d
a
g
o
g
o
s
と
い
う
語
は
、
す
で

に
。
ハ
ウ
ロ
が
『
ガ
ラ
テ
ァ
書
』
の
中
で
用
い
て
い
る
。
「
信
仰
が
到

来
す
る
以
前
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
律
法
の
下
で
監
視
さ
れ
、
来
た
る

べ
き
信
仰
が
啓
示
さ
れ
る
ま
で
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
。
わ
た
し
た

ち
が
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
た
め
に
、
律
法
が
わ
れ
わ
れ
を
キ

リ
ス
ト
ヘ
と
導
く
訓
導
者
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
信
仰

が
到
来
し
た
た
め
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
訓
導
者
の
下
に
は
い

な
い
」
（
ガ
ラ
三

2
3
|
2
5
)
。

こ
の
聖
書
箇
所
に
関
し
て
、
ク
レ
メ
ン
ス
は
次
の
よ
う
に
注
解
を

加
え
て
い
る
。
「
〈
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
、
あ
の
律
法
の
下
に
は
い

な
い
〉
と
い
う
こ
と
を
今
耳
に
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
？

法
と
は
恐
れ
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
律

ロ
ゴ
ス
の
下
で
は
選
択

(
p
r
o
a
i
r
e
s
i
s
)

の
た
め
の
訓
導
者
だ
と
い
う
こ
と
を
。
続
い
て
使
徒

は
、
あ
ら
ゆ
る
不
公
平
を
脱
し
た
次
の
よ
う
な
見
解
を
付
け
加
え
て

い
る
。
〈
あ
な
た
方
は
み
な
、
信
仰
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
の

う
ち
に
あ
っ
て
神
の
子
ら
な
の
だ
。
あ
な
た
方
は
キ
リ
ス
ト
ヘ
と
洗

礼
を
受
け
た
の
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
。
ユ
ダ

ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ア
人
も
な
く
、
奴
隷
も
自
由
人
も
な
く
、
男
も
女
も

な
い
。
あ
な
た
方
は
み
な
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
お
い
て
―
つ
な

の
だ
〉

（
創
世
一

26)
全
う
す
る
た
め
で
あ
る
」

（
ガ
ラ
三

2
6
|
2
8
)
」（
P
a
e
d
.
I. 
6
.
3
1
.
1
)
。

上
の
「
選
択
」
と
い
う
観
点
は
、

r
。
ハ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
の
別
の

箇
所
に
も
現
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
の
最
善
な
る
生
の

導
き
手
な
る
方
に
愛
を
も
っ
て
返
礼
す
る
こ
と
、
こ
の
方
の
選
択

(
p
r
o
a
i
r
e
s
i
s
)

に
よ
る
掟
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
。

す
な
わ
ち
勧
め
ら
れ
た
こ
と
を
全
う
し
た
り
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
を
避

け
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
種
々
の
範
型
の
う
ち
あ
る
も
の
は
退
け
、

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
力
の
限
り
模
倣
し
つ
つ
、
訓
導
者
の
業
に
倣
っ

て
こ
れ
を
全
う
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ま
さ
し
く
〈
（
神
の
）
像

と
し
て
ま
た
似
姿
と
し
て
〉

(
P
a
e
d
.
 
I. 
3
.
9
.
1
)

。

こ
こ
か
ら
、
律
法
す
な
わ
ち
旧
約
と
い
う
時
期
の
意
味
づ
け
に
関

す
る
ク
レ
メ
ン
ス
の
見
解
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
「
旧
約
↓
新
約
」
と
い
う
時
間
的
先
後
関

係
だ
け
で
は
、
パ
ウ
ロ
が
述
べ
る
よ
う
に
「
訓
導
者
↓
キ
リ
ス
ト
」

-116-



アレクサンドリアのクレメンスにおける訓導者 (paidagogos)の意義

結
び
付
け
る
な
ら
〈
あ
な
た
の
足
は
つ
ま
ず
か
な
い
〉

と
い
う
一
方
通
行
的
な
関
係
に
置
か
れ
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
だ
が

到
来
し
た
ロ
ゴ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
下
で
の
「
訓
導
者
」
た
る
「
律
法
」

の
存
在
意
義
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
選
択
」
の
た
め
の
鑑
識
眼
を
陶
冶

す
る
役
割
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。

ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
旧
約
期
に
対
す
る
こ
の
理
解
は
、
『
ス
ト
ロ

マ
テ
イ
ス
』
に
お
い
て
彼
が
見
せ
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
へ
の
高
い
評
価

と
も
通
底
す
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
「
旧
約
」
と

並
ぶ
位
置
に
置
き
、
ヘ
プ
ラ
イ
・
ユ
ダ
ヤ
以
外
の
文
化
圏
に
も
福
音

(
5
)
 

が
浸
透
す
る
可
能
性
を
拓
く
。
「
主
の
到
来
以
前
に
は
、
ギ
リ
シ
ア

人
に
と
っ
て
、
哲
学
は
正
義
に
導
く
も
の
と
し
て
必
須
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
今
や
敬
神
の
念
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
と
な
っ
た
。
言
わ

ば
、
実
証
を
通
し
て
信
仰
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
の

予
備
教
育
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
の
も
の

で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
で
あ
れ
、
麗
し
き
も
の
を
神
慮
に

（
蔵
言
三

23)
。

と
い
う
の
も
、
す
べ
て
麗
し
き
も
の
の
原
因
は
神
で
あ
り
、
そ
れ
は

旧
約
お
よ
び
新
約
の
よ
う
な
第
一
義
的
な
も
の
に
関
し
て
ば
か
り
で

な
く
、
哲
学
の
よ
う
な
第
二
義
的
な
も
の
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る

か
ら
で
あ
る
。
愛
智
は
お
そ
ら
く
、
主
が
ギ
リ
シ
ア
人
を
も
招
く
以

前
は
、
第
一
義
的
な
も
の
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
人
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。

IV

洗
礼
に
関
す
る
ク
レ
メ
ン
ス
の
理
解

根
幹
に
存
在
す
る
者
こ
そ
「
訓
導
者
」
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
律
法
が
ヘ
プ
ラ
イ
人
を
キ
リ
ス
ト
に
向
け
て
導
い
た

と
同
様
に
、
愛
智
は
ギ
リ
シ
ア
を
教
育
し
た
か
ら
で
あ
る
。

愛
智
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
べ
き
者
を
、
前
も
っ
て
導

き
、
前
も
っ
て
準
備
し
た
の
で
あ
る
」

(
S
t
r
.
I. 
5
.
2
8
.
1
,
3
)

。

こ
う
し
て
、
ク
レ
メ
ン
ス
が
。
ハ
ウ
ロ
の
「
旧
約
•
新
約
」
二
項
対

比
的
理
解
か
ら
一
歩
進
み
、
そ
こ
に
「
選
択
」
と
い
う
中
項
を
加
え
、

あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
い
う
第
三
の
要
因
を
加
味
し
た
こ
と
は
、

救
済
史
理
解
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
性
を
高
め
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
沃

野
を
切
り
拓
く
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
ク
レ
メ
ン
ス
は
、

教
父
た
ち
の
中
で
随
一
、
古
典
諸
作
品
か
ら
の
引
用
に
あ
ふ
れ
か
え

る
そ
の
文
体
を
も
っ
て
、
稀
有
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

も
、
彼
が
パ
ウ
ロ
の
「
旧
約
•
新
約
」
二
項
対
比
的
理
解
か
ら
一
歩

進
ん
で
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
諸
要
因
の

さ
て
「
訓
導
者
」
が
預
か
る
者
た
ち
と
は
、
す
で
に
洗
礼
を
受
け

て
信
の
途
に
就
い
た
者
で
あ
る
と
い
う
点
は
確
認
し
た
が
、
そ
の
端

緒
と
な
る
「
洗
礼
」
に
つ
い
て
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
見
解
を
彼
の
原
文

つ
ま
り
、
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な
る
癒
し
の
妙
薬
、
す
な
わ
ち
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
洗
礼
に
よ
っ
て
、
過

に
沿
っ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
「
無
経
験
は
経
験
に
よ
っ
て
解
消
し
、

前
人
未
到
は
歩
み
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
る
よ
う
に
、
照
ら
し
に
よ
っ

て
闇
は
滅
却
さ
れ
る
の
が
必
然
で
あ
る
。
無
知
こ
そ
そ
の
闇
で
あ
り
、

こ
の
無
知
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
過
ち
に
陥
り
、
真
理
に
関
し
て
明

確
な
視
覚
を
持
た
ず
に
い
る
。
覚
知
こ
そ
こ
の
場
合
の
照
ら
し
で
あ

り
、
こ
れ
は
無
知
を
滅
却
し
視
力
を
内
在
さ
せ
る

(
e
n
t
i
t
h
e
i
s
)
。

だ
が
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
よ
り
悪
し
き
も
の
を
切
り
捨
て
る
こ
と
は
、

よ
り
善
き
も
の
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
無
知
が

ま
ず
い
仕
方
で
呪
縛
し
て
い
る
事
柄
は
、
認
識

(
e
p
i
g
n
o
s
i
s
)
に
よ
っ

て
見
事
に
解
決
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
呪
縛
は
、
人

間
の
側
か
ら
は
信
仰
に
よ
り
、
ま
た
神
的
な
あ
り
方
と
し
て
は
恩
寵

(
c
h
a
r
i
s
)

に
よ
っ
て
、
速
や
か
に
除
去
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
唯
一

ち
は
拭
い
去
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

(
P
a
e
d
.
I. 
6
.
2
9
.
4
,
5
)

。
こ
こ
で

は
「
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
洗
礼
」
こ
そ
「
癒
し
の
妙
薬
」
で
あ
る
と
い
う

表
現
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

ク
レ
メ
ン
ス
は
続
け
る
。
「
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
の

過
ち
を
洗
い
浄
め
、
そ
の
直
後
か
ら
悪
と
は
無
縁
で
あ
る
。
こ
の
照

明
の
第
一
の
賜
物
は
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
り
方

(
t
r
o
p
o
s
)

の
点
で
、

浄
め
を
受
け
る
以
前
と
同
じ
存
在
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

覚
知
が
照
明
と
と
も
に
与
え
ら
れ
、
理
性

(
n
o
u
s
)

を
照
ら
す
と
い

う
こ
と
は
、
弟
子
と
な
る
や
直
ち
に
、
学
び
の
足
り
ぬ
身
で
は
あ
っ

て
も
耳
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
学
び
が
加
わ
る
以
前
の
段
階
で
起
こ

る
。
そ
れ
が
何
時
な
の
か
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
と
い

う
の
も
教
理
教
育

(
k
a
t
e
c
h
e
s
i
s
)

は
信
仰
へ
と
巡
り
導
く

(
p
e
r
i
a
、

g
e
i
)

が
、
信
仰
は
洗
礼
と
と
も
に
聖
な
る
霊
を
通
じ
て
教
え
授
け

ら
れ
る

(
p
a
i
d
e
u
e
t
a
i
)

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
信
仰
だ
け
が
、
人
間

性
に
対
す
る
唯
一
の
普
遍
的
救
い
で
あ
り
、
か
つ
義
し
く
人
間
愛
に

満
ち
た
神
の
平
等
性

(
i
s
o
t
e
s
)

と
通
交
性

(
k
o
i
n
o
n
i
a
)

は
、
万

人
に
対
し
て
同
一
の
も
の
で
あ
る
」

(
P
a
e
d
.
I. 
6
.
3
0
.
1
`
2
)

。
こ
れ

に
続
い
て
、
先
に
引
い
た

r
ガ
ラ
テ
ア
書
』
を
め
ぐ
る
ク
レ
メ
ン
ス

の
理
解
が
提
示
さ
れ
る
。

上
の
一
節
で
は
、
「
学
び
」
が
加
わ
る
以
前
の
段
階
で
、
わ
れ
わ

れ
が
洗
礼
に
よ
る
浄
め
を
体
験
す
る
と
と
も
に
信
仰
が
授
け
ら
れ
、

そ
れ
は
「
照
明
」
と
し
て
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
賜
物
で
あ
る
と
い

う
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
学
び
」
こ
そ
訓
導
者
が
管
轄

す
べ
き
任
務
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
『
。
ハ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
第
一
巻

第
六
章
で
は
、
冒
頭
よ
り
「
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
」
そ
れ
は
す
な
わ

ち
「
完
全
性
の
獲
得
」
で
あ
る
と
い
う
彼
の
洗
礼
観
が
詳
し
く
提
示

さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
「
子
供
」
あ
る
い
は
「
嬰
児
」
と
呼
ば
れ
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る
に
し
て
も
、
覚
知
に
到
っ
た
と
尊
大
に
誇
示
す
る
者
ど
も
が
侮
蔑

的
に
言
っ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
の
学
び
が
子
ど
も
じ

み
て
軽
蔑
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
実
に
わ
れ
わ
れ

は
、
再
生
を
遂
げ
て

(
a
n
a
g
e
n
n
e
t
h
e
n
t
e
s
)
直
ち
に
、
そ
の
た
め

に
尽
力
し
て
き
た
完
全
性

(
t
o
t
e
l
e
i
o
n
)
を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
照
ら
し
を
受
け
た

(
e
p
h
o
t
i
s
t
h
m
e
n
)
。
こ
れ
こ

そ
「
神
を
認
識
す
る
」

(
e
p
i
g
n
o
n
a
i
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
完
全

性
を
知
悉
し
た
者
が
不
完
全
で
あ
る
わ
け
は
な
い
。
も
っ
と
も
わ
た

し
が
「
神
を
知
り
抜
い
た
」
と
認
め
て
い
る
と
は
受
け
取
ら
な
い
で

欲
し
い
。
御
言
葉
に
対
し
て
は
、
こ
う
述
べ
る
の
が
相
応
し
い
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
方
は
「
自
由
で
あ
る
」
（
ヨ
ハ

ネ
八

3
5
1
3
6
)
。
実
に
、
主
が
洗
礼
を
受
け
ら
れ
た
と
き
、
直
ち
に

天
か
ら
愛
の
神
が
証
言
す
る
声
が
響
き
わ
た
っ
た
。
〈
あ
な
た
は
わ

た
し
の
愛
す
る
子
、
わ
た
し
は
今
日
あ
な
た
を
生
ん
だ
〉
（
マ
タ
イ

三
17)
。
知
恵
者
を
自
称
す
る
者
た
ち
に
問
い
た
い
。
「
今
日
再
生
を

遂
げ
た
キ
リ
ス
ト
は
す
で
に
完
全
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
ー
馬
鹿
げ

た
話
だ
が
1

、
不
完
全
で
あ
る
か
？
」
と
。
も
し
不
完
全
で
あ
れ
ば
、

主
は
さ
ら
に
何
か
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
主
が
、

さ
ら
に
何
か
―
つ
で
も
学
ぶ
必
要
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。
彼
は
神
な

の
だ
か
ら
。
御
言
葉
よ
り
も
誰
か
偉
大
な
者
、
唯
一
の
師
に
と
っ
て

の
師
が
あ
り
え
よ
う
か
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
反
対
論
者
で
あ
ろ
う

と
も
、
完
全
な
る
父
か
ら
完
全
な
る
あ
り
方
で
生
ま
れ
た
ロ
ゴ
ス

が
、
経
倫

(
o
i
k
o
n
o
m
i
a
)

の
先
取
り
と
し
て
完
全
な
形
で
再
生
を

遂
け
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
が
も
し
完
全
な
の
で
あ
れ
ば
、
何
ゆ
え
に
完
全
な
る
方
が
洗
礼
を

受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
書
に
日
く
、
人
間
に
と
っ
て
の
約
束
を

満
た
す
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
マ
タ
イ
三

15)
。
ま
っ
た
＜

そ
の
通
り
だ
と
言
い
た
い
。
で
は
イ
エ
ス
は
、

ヨ
ハ
ネ
か
ら
洗
礼
を

受
け
る
と
同
時
に
完
全
な
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
イ
エ
ス
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
学
ん
だ
こ
と
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

(
l
o
u
t
r
o
n
)
の
み
に
よ
っ
て
完
全
な
も
の
と
さ
れ
、
霊
の
降
臨
に
よ
っ

て
聖
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
と
お
り
で
あ
る
」

(
P
a
e
d
.
I. 

6
.
2
5
.
1
,
3
)

。

こ
の
よ
う
に
、

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
た
だ
浄
め

ク
レ
メ
ン
ス
の
洗
礼
観
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
わ
れ
わ
れ
の
洗
礼
を
キ
リ
ス
ト
の
受
洗
か
ら
類
比
的
に
理
解
す

る
ク
レ
メ
ン
ス
独
自
の
神
学
で
あ
る
。
彼
は
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
が

受
け
る
洗
礼
の
意
味
を
キ
リ
ス
ト
の
受
洗
の
意
味
と
重
ね
て
ゆ
く
。

「
こ
れ
と
同
一
の
事
柄
が
わ
れ
わ
れ
に
も
生
ず
る
。
主
は
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
の
規
範

(
h
y
p
o
g
r
a
p
h
e
)

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
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わ
れ
は
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
、
照
ら
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
子
と
さ
れ
、
子
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
な
も
の

と
さ
れ
、
完
全
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
死
な
る
も
の
と

さ
れ
る
。
曰
く
〈
わ
た
し
は
言
っ
た
。
「
あ
な
た
が
た
は
神
々
で
あ

り
、
す
べ
て
至
高
な
る
方
の
子
ら
で
あ
る
」
〉
（
詩
八
二

6
)
。
こ
の

業
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
賜

物
」

(
c
h
a
r
i
s
m
a
)
、
「
照
明
」

(
p
h
o
t
i
s
m
a
)
、
「
完
成
」

(teleion)
、

そ
し
て
「
浄
め
」

(
l
o
u
t
r
o
n
)
な
ど
で
あ
る
。
「
浄
め
」
と
言
わ
れ

る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
罪
を
洗
い
浄
め
る
か
ら
で
あ

り
、
「
賜
物
」
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
罪
に
対
す
る
罰
が

取
り
除
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
照
明
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ

を
通
じ
て
あ
の
聖
な
る
救
い
の
光
が
観
照
さ
れ
る

(
e
p
o
p
t
e
u
e
t
a
i
)
、

す
な
わ
ち
神
的
な
も
の
を
直
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
「
完
成
」
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
に
欠
け
た
る
と
こ
ろ
が
な

い
か
ら
だ
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
神
を
知
っ
た
者
に
と
っ
て
、
さ

ら
に
何
が
欠
け
て
い
よ
う
か
。
未
だ
に
満
た
さ
れ
て
い
な
い
賜
物
を

「
神
の
も
の
」
だ
と
す
る
の
は
、
甚
だ
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。
明
ら

か
に
神
は
完
全
な
方
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
完
全
な
形
で
賜
物
を
下
さ

る
。
神
が
命
ず
る
と
同
時
に
万
物
が
成
る
の
と
同
様
、
神
が
望
ん
だ

だ
け
で
、
賜
物
の
賦
与
に
は
恩
寵
の
充
満
が
伴
う
。
時
間
的
に
来
た

＞
パ
ト
ス
と
し
て
の
「
受
難
」
と
「
情
念
」

る
べ
き
も
の
は
、
意
向
の
力
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
る

(
p
r
o
l
a
m
,

b
a
n
e
t
a
i
)
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
悪
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は

救
い
の
始
ま
り
で
あ
る
」

(
P
a
e
d
.
I. 
6
.
2
6
.
l
,
2
)

。

以
上
、
ク
レ
メ
ン
ス
は
「
洗
礼
」
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
、
パ
ウ

ロ
を
は
じ
め
一
般
的
な
理
解
が
こ
れ
を
「
キ
リ
ス
ト
の
死
」
に
結
び

つ
け
る
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ
こ
れ
を
「
キ
リ
ス
ト
の
洗
礼
」
と
も

類
比
関
係
に
置
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
「
訓
導
者
」
が
携
わ
る
大
き
な
務
め
の
―
つ
は
「
情
動
の
癒

し
」
で
あ
る
。
『
パ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
冒
頭
の
第
一
巻
一
章
、
本
稿

第
II
章
に
引
い
た
数
節
に
次
い
で
こ
う
語
ら
れ
る
。
「
さ
て
、
情
念

の
癒
し
は
こ
れ
に
続
く
。
訓
導
者
は
、
像
に
よ
る
勧
告
を
用
い
な
が

ら
霊
魂
を
強
め
、
い
わ
ば
緩
和
剤
を
用
い
る
よ
う
な
仕
方
で
、
人
間

愛
に
満
ち
た
助
言
で
も
っ
て
、
疲
れ
た
者
を
、
真
理
を
全
的
に
把
握

す
る
知
識

(
g
n
o
s
i
s
)

に
向
け
て
導
く
。
し
か
る
に
健
康
と
知
識
は

等
し
く
は
な
い
。
後
者
は
学
び
の
結
果
で
あ
り
、
前
者
は
癒
し
の
実

り
で
あ
る
。
つ
ま
り
病
め
る
者
は
、
完
全
に
健
康
を
回
復
し
な
い
限

り
、
幾
ば
く
か
で
も
教
説
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
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学
び
つ
つ
あ
る
者
と
疲
れ
た
者
と
に
対
し
て
、
常
に
同
じ
よ
う
に
各
々

の
教
え
が
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
前
者
に
対
し
て

は
知
識
に
向
け
、
後
者
に
対
し
て
は
癒
し
に
向
け
て
講
ぜ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
肉
体
を
病
め
る
者
が
医
者
を
必
要
と
す
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
霊
魂
の
弱
い
者
は
訓
導
者
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
情
念
が
癒
さ
れ
た
の
ち
、
師
導
者
の
許
に
導

か
れ
、
知
識
を
得
る
た
め
の
適
性
陶
冶
に
向
け
て
、
霊
魂
を
浄
ら
か

な
も
の
に
整
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
の
啓
示
を
受
容
す
る

能
力
を
備
え
る
た
め
で
あ
る
」

(
P
a
e
d
.
I. 
1
.
3
.
1
,
3
)

。

上
で
「
情
念
」
と
訳
し
た
原
語
は
p
a
t
h
o
s
で
あ
る
が
、
言
う
ま

で
も
な
く
こ
の
語
彙
は
イ
エ
ス
の
「
受
難
」
を
表
す
語
と
し
て
も
一

般
的
で
あ
る
。
人
間
の
「
情
念
」
と
イ
エ
ス
の
「
受
難
」
と
は
接
点

を
持
た
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
記
述
か
ら
こ

の
点
に
関
し
て
示
唆
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
テ

キ
ス
ト
に
聴
従
し
よ
う
。
「
さ
て
、
あ
な
た
方
子
供
た
ち
ょ
、
わ
れ

ら
が
訓
導
者
は
そ
の
父
で
あ
る
神
に
似
て
い
る
。
訓
導
者
は
ま
た
そ

の
方
の
子
で
も
あ
り
、
罪
な
く
非
難
さ
れ
る
点
も
な
く
、
霊
魂
に
お

い
て
は
不
受
動

(
a
p
a
t
h
e
s
)

で
、
人
間
の
姿
を
取
っ
た
汚
れ
な
き

神
で
あ
り
、
父
の
意
向
の
僕
、
神
な
る
ロ
ゴ
ス
、
父
の
う
ち
に
あ
り
、

父
の
右
の
座
に
あ
る
方
、
そ
の
姿
の
上
で
も
神
な
る
方
で
あ
る
。
こ

の
方
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
染
み
な
き
像
で
あ
り
、
全
力
を
挙
げ
て

こ
の
方
に
霊
魂
を
似
せ
る
べ
く
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
方

は
人
間
的
な
情
動

(
p
a
t
h
o
s
)

か
ら
は
ま
っ
た
く
解
放
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
力
の
限
り
、
で
き
る
だ
け
罪
を
犯
す
こ

と
の
な
い
よ
う
に
試
み
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
ま
ず
も
っ
て
情
動
と

疾
病
か
ら
の
解
放
ほ
ど
急
を
要
す
る
も
の
は
な
く
、
次
に
勧
め
ら
れ

る
の
は
罪
の
習
慣
へ
の
陥
り
や
す
さ
を
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実

に
、
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
の
は
い
か
な
る
あ
り
方
に
お
い
て
も
ま
っ

た
＜
罪
を
犯
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
言
わ
ば
神
の
業
で
あ

る
。
思
念
の
上
で
い
か
な
る
不
正
に
も
接
し
な
い
の
が
次
善
の
あ
り

方
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
知
者
に
相
応
し
き
業
で
あ
る
。
第
三
は
望
ま

ぬ
不
正
の
多
く
に
陥
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
訓

導
を
受
け
た
者
に
適
っ
た
固
有
の
業
で
あ
る
。
だ
が
罪
に
長
々
と
関

わ
る
こ
と
は
せ
ず
、
こ
れ
は
最
後
に
取
っ
て
置
く
と
し
よ
う
。
む
し

ろ
回
心
に
招
か
れ
て
い
る
者
た
ち
に
は
、
闘
う
こ
と
も
救
い
の
業
で

あ
る
」

(
P
a
e
d
.
I. 
2
.
4
.
1
,
3
)

。

こ
の
よ
う
に
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
以
降
の
東
方
教
父
た
ち
が
取
る
方

向
性
と
同
じ
よ
う
に
「
情
念
か
ら
の
解
放
」
す
な
わ
ち
「
不
受
動
」

a
p
a
t
h
e
i
a

の
境
地
を
強
涸
す
る
。
こ
の
境
地
が
イ
エ
ス
の
「
受
難
」

と
関
連
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
。
ハ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
第
二
巻
第
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八
章
「
王
冠
や
香
油
は
用
い
る
べ
き
で
あ
る
か
」
と
い
う
一
節
に
お

け
る
聖
書
の
比
喩
的
解
釈
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以

下
ク
レ
メ
ン
ス
の
原
文
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
王
冠
や
香
油
を
用
い
る
こ
と
は
必
要
で
は

な
い
。
と
い
う
の
も
こ
れ
ら
は
快
楽
や
放
縦
へ
と
駆
り
立
て
る
も
の

で
あ
り
、
と
り
わ
け
夜
が
近
づ
く
と
そ
れ
が
甚
だ
し
い
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
婦
人
が
「
香
油
の
壺
」
を
聖
な
る
晩
餐
の
場
に
携
え
て
来
て
、

主
の
御
足
を
ぬ
ぐ
い
、
主
に
喜
ば
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

（
ル
カ
七
37
以
下
）
。
ま
た
い
に
し
え
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
た
ち
が
、
金

や
高
価
な
宝
玉
で
身
を
飾
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
（
サ
ム
下
一

ニ
30
、
歴
代
上
二

0
2
)
。
だ
が
か
の
婦
人
は
ま
だ
ロ
ゴ
ス
に
与
っ

て
い
な
か
っ
た
の
で
（
と
い
う
の
も
罪
人
で
あ
っ
た
か
ら
）
、
自
分

の
許
に
あ
る
中
で
最
も
素
晴
ら
し
い
と
考
え
た
も
の
、
す
な
わ
ち
香

油
を
も
っ
て
、
主
に
崇
敬
を
表
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
女
は
、

体
の
飾
り
で
あ
る
自
ら
の
髪
で
も
っ
て
香
油
の
滴
り
を
ぬ
ぐ
い
、
痛

悔
の
涙
を
主
に
注
ぎ
か
け
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
「
彼
女
の
罪
は
許
さ

れ
た
」
（
ル
カ
七
47)
。

こ
れ
は
ま
た
主
の
教
え
と
受
難

(
p
a
t
h
o
s
)

の
象
徴
と
も
な
り
う

る
。
と
い
う
の
も
ま
ず
、
芳
し
き
香
油
で
ぬ
ぐ
わ
れ
た
御
足
は
、
神

の
教
え
が
、
地
の
果
て
ま
で
栄
光
と
と
も
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
を
比

喩
的
に
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
な
ぜ
な
ら
そ
の
響
き
は
地
の

果
て
に
ま
で
轟
く
」
（
詩
篇
一
八

5
)
。
こ
の
解
釈
が
あ
ま
り
一
般
的

で
な
い
と
思
わ
れ
る
な
ら
、
主
の
御
足
と
は
、
芳
香
の
預
言
と
い
う

香
油
を
受
け
、
聖
霊
の
塗
布
に
与
っ
た
使
徒
た
ち
で
あ
る
。
い
か
に

も
、
全
世
界
を
巡
り
福
音
を
告
げ
知
ら
せ
る
使
徒
た
ち
は
「
主
の
御

足
」
と
い
う
比
喩
的
表
現
に
相
応
し
く
、
彼
ら
に
つ
い
て
は
『
詩
篇
』

を
通
し
て
も
聖
霊
が
こ
う
預
言
し
て
い
る
。
「
そ
こ
へ
赴
き
脆
こ
う
、

主
の
御
足
が
立
つ
と
こ
ろ
へ
」
（
詩
篇
一
三
一

7
)
、
す
な
わ
ち
こ
れ

は
「
主
の
御
足
」
で
あ
る
使
徒
た
ち
が
赴
い
た
と
こ
ろ
、
と
の
意
で

あ
り
、
彼
ら
を
通
じ
て
地
の
果
て
に
ま
で
教
え
が
告
げ
知
ら
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
一
方
涙
と
は
痛
悔
の
意
味
で
あ
り
、
解
か
れ
た
髪
と
は
、

装
飾
趣
味
か
ら
の
解
放
、
主
に
よ
る
福
音
告
知
に
伴
う
穀
難
を
忍
耐

の
う
ち
に
耐
え
る
べ
き
こ
と
、
旧
約
の
虚
栄
が
新
約
の
信
仰
に
よ
っ

て
刷
新
さ
れ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

こ
の
場
面
に
思
い
を
致
す
者
に
は
、
神
秘
的
な
か
た
ち
で
主
の
受
難

(
p
a
t
h
o
s
)

も
表
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
主
ご
自
身
は
プ
ド
ウ
酒

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
上
に
憐
れ
み
が
注
が
れ
る
。
一
方

香
油
と
は
偽
り
の
プ
ド
ウ
酒
で
あ
り
、
こ
れ
は
裏
切
り
者
の
ユ
ダ
で

あ
っ
て
、
香
油
で
も
っ
て
御
足
を
ぬ
ぐ
わ
れ
た
主
は
こ
の
世
で
の
生

か
ら
解
放
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
死
者
た
ち
は
香
油
漬
け
に
さ
れ
る
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か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
悔
い
改
め
を
果
た
し
た
わ
れ
わ
れ
罪
人
た

ち
は
涙
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
過
ち
を
許
し
て
下
さ
っ
た
主
ご
自
身

に
信
を
置
い
た
者

(
p
e
p
i
s
t
e
u
k
o
t
e
s
)

で
あ
る
。
ま
た
解
か
れ
た
髪

と
は
、
見
捨
て
置
か
れ
て
悔
い
る
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
で
あ
り
、
彼
女
を

通
し
て
預
言
の
哀
歌
が
歌
わ
れ
る
」

(
P
a
e
d
.
II. 
8
.
6
1
.
1
,
6
2
.
3
)
。

先
に
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
洗
礼
と
は
信
仰
を
授
与
し
、
完
全
性
を
取

得
さ
せ
る
恵
み
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
た
。
上
の
箇
所
で

は
、
信
仰
に
入
っ
た
わ
れ
わ
れ
と
受
難
か
ら
解
放
さ
れ
た
イ
エ
ス
と

が
並
置
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
が

「
人
間
的
な
情
動
か
ら
は
ま
っ
た
く
解
放
さ
れ
て
い
る
」
の
に
対
し
、

「
わ
れ
わ
れ
は
力
の
限
り
、
で
き
る
だ
け
罪
を
犯
す
こ
と
の
な
い
よ

う
に
試
み
」
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
務
め
を
こ
そ
訓
導
者
の
任
務
と

し
て
考
え
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
彼
は
、
洗
礼
に
よ
り
「
わ
れ
わ
れ

は
、
再
生
を
遂
げ
て

(
a
n
a
g
e
n
n
e
t
h
e
n
t
e
s
)
直
ち
に
、
そ
の
た
め

に
尽
力
し
て
き
た
完
全
性

(
t
o
t
e
l
e
i
o
n
)
を
獲
得
し
た
。
わ
れ
れ

は
照
ら
し
を
受
け
た

(
e
p
h
o
t
i
s
t
h
m
e
n
)

の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ

〈
神
を
認
識
す
る
〉

(
e
p
i
g
n
o
n
a
i
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(
P
a
e
d
.

I. 
6
.
2
5
.
1
)

と
理
解
し
て
い
た
。
こ
こ
で
「
再
生
」
と
は
「
復
活
」

と
同
義
で
あ
る
。
従
っ
て
洗
礼
以
後
の
信
徒
の
生
は
、
訓
導
者
に

よ
る
不
受
動

a
p
a
t
h
e
i
a
を
実
現
す
る
生
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
そ

れ
は
ま
さ
し
く
「
再
生
」
の
生
、
「
復
活
後
」
の
生
で
あ
る
。

り
キ
リ
ス
ト
が
受
難

p
a
t
h
o
s
を
終
え
、
復
活
体
と
し
て
現
存
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
洗
礼
を
経
て
彼
に
倣
う
と
き
、
不
受
動

に
徹
し
、
復
活
体
を
実
現
し
続
け
る
こ
と
が
務
め
と
な
る
。

さ
ら
に
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
こ
の
「
再
生
」
が
「
神
を
認
識
す
る
」

(
e
p
i
g
n
o
n
a
i
)

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ク

レ
メ
ン
ス
に
よ
る
「
認
識
」

(
e
p
i
g
n
o
s
i
s
)

理
解
の
根
底
に
は
、
新

約
聖
書
『
ル
カ
福
音
書
」
末
尾
の
「
エ
マ
オ
ヘ
の
道
」
（
ル
カ
ニ
四

1
3
|
3
5
)
に
お
け
る
、
弟
子
た
ち
が
復
活
後
の
イ
エ
ス
を
認
識
す
る

場
面
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
筆
者
は
既
に
い
く
つ
か

(
6
)
 

の
論
文
で
公
に
し
た
。
こ
こ
に
そ
の
概
要
を
記
す
こ
と
に
し
よ
う
。

『
ル
カ
福
音
書
』
（
二
四
30ー

31)
の
テ
キ
ス
ト
は
「
イ
エ
ス
が
。
ハ

ン
を
裂
く
と
、
二
人
の
両
眼
が
開
け
、
彼
ら
は
イ
エ
ス
を
認
識
し

た
(
e
p
e
g
n
o
s
a
n
)
。
す
る
と

(
k
a
i
)
イ
エ
ス
は
二
人
か
ら
見
え
な
く

な
っ
た
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、
人
間
の
「
認
識
」

epi,

g
n
o
s
i
s
活
動
が
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
の
内
在
に
支
え
ら
れ
て
は
じ

め
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
先

の
ク
レ
メ
ン
ス
の
洗
礼
観
を
こ
こ
に
重
ね
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
す
な
わ
ち
洗
礼
に
よ
る
再
生
と
は
、
生
命
活
動
そ
の
も
の
を
復

活
の
キ
リ
ス
ト
の
生
に
重
ね
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
受

つ
ま
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こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
ク
レ
メ
ン
ス
自
身
が
述
ぺ
る
よ
う
に
、

訓
導
者
の
務
め
が
「
選
択
」
の
た
め
の
確
か
な
指
針
を
授
け
る
こ
と

に
あ
る
と
は
言
え
、
そ
れ
が
究
極
的
に
復
活
の
キ
リ
ス
ト
の
生
へ
の

参
与
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
も
う

一
度
ク
レ
メ
ン
ス
が
語
る
訓
導
者
の
役
割
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。

本
稿
冒
頭
に
引
い
た
一
節
で
は
、
「
こ
の
方
は
先
立
つ
方
で
あ
っ
て
」
、

「
霊
魂
を
よ
り
善
な
る
も
の
に
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
、
「
思
慮
あ

る
生
へ
と
導
く
こ
と
」
を
務
め
と
す
る
、
と
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

箇
所
、
お
よ
び
本
稿
で
も
先
に
引
い
た
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』
の
ギ

リ
シ
ア
哲
学
称
揚
の
一
節
や
、
「
旧
約
」
を
ロ
ゴ
ス
の
下
の
訓
導
者

の
役
割
と
し
て
理
解
し
た
箇
所
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
訓

導
者
は
洗
礼
以
後
の
信
徒
の
訓
導
を
務
め
と
す
る
と
は
言
え
、
旧
約

や
哲
学
、
そ
し
て
「
霊
魂
を
よ
り
善
な
る
も
の
に
す
る
」
も
の
全
般

を
援
用
す
る
、
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
で
は
こ
の
訓
導
者
を
異
教

VI 

「
訓
導
者
」
と
異
教
文
化

等
し
い
次
元
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
の
内
在
」
と
い
う
意
味
で
、
先
の
「
エ
マ
オ
」
の
箇
所
と

洗
と
は
、
イ
エ
ス
の
受
洗
の
か
た
ど
り
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
復
活
の

ク
レ
メ
ン
ス
が
、
そ
の
著
作
全
般
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
古
典
文

学
の
諸
作
品
、
特
に
哲
学
者
や
詩
人
か
ら
多
く
引
用
す
る
こ
と
は
す

で
に
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
『
パ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
に
あ
っ
て
も
当
て

は
ま
る
。
た
と
え
ば
古
典
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
「
訓
導
者
」
の
例
を

引
い
た
次
の
よ
う
な
箇
所
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
ア
キ
レ
ウ
ス

の
訓
導
者
は
フ
ォ
イ
ニ
ク
ス
で
あ
り
、
ク
ロ
イ
ソ
ス
の
子
供
た
ち
の

走
者
で
あ
り
、

ン
ド
ロ
ス
）
の
偲
傲
を
制
し
え
ず
、
ナ
ウ
シ
ト
オ
ス
も
か
の
ペ
ッ
ラ

出
身
の
男
の
泥
酔
を
癒
し
え
な
か
っ
た
。
ま
た
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
の

好
色
を
ト
ラ
キ
ア
の
人
ゾ
ピ
ュ
ロ
ス
は
抑
え
る
力
が
な
か
っ
た
が
、

こ
の
ゾ
ピ
ュ
ロ
ス
は
（
買
い
取
ら
れ
た
）
解
放
奴
隷
で
あ
り
、
ま
た

テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
の
子
供
た
ち
の
訓
導
者
は
、
軽
薄
な
家
僕
の
シ
キ

ン
ノ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
舞
踏
者
で
あ
り
、
サ
テ
ュ
ロ
ス
踊
り
を
し

た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
ペ
ル
シ
ア
人
の
大
王
づ
き
の
「
訓

導
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。
彼
ら
は
、
す
べ
て

の
ペ
ル
シ
ア
人
た
ち
の
中
か
ら
ペ
ル
シ
ア
大
王
が
特
に
四
名
と
決
め

レ
オ
ニ
ダ
ス
は
か
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
（
ア
レ
ク
サ

だ
が
フ
ォ
イ
ニ
ク
ス
は
女
狂
い
で
あ
っ
た
し
、

ア
ド
ラ
ス
ト
ス
は
脱

フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
の
は
ナ
ウ
シ
ト
オ
ス
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ア
ド
ラ
ス
ト
ス
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
は
レ
オ
ニ
ダ
ス
、

文
化
世
界
に
置
き
な
お
す
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

-124-



アレクサンドリアのクレメンスにおける訓導者 (paidagogos)の意義

の
子
供
た
ち
は
彼
ら
か
ら
た
だ
弓
矢
の
術
の
み
を
学
び
、
成
人
す
る

や
姉
妹
た
ち
、
母
親
た
ち
、
結
婚
し
た
婦
人
た
ち
や
数
限
り
な
い
妾

女
た
ち
と
立
ち
交
じ
り
、
そ
の
様
は
さ
な
が
ら
野
猪
が
共
棲
の
た
め

に
習
練
を
積
む
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
言
う
。
し
か
る
に
わ
れ
わ
れ

の
訓
導
者
と
は
、
聖
な
る
神
イ
エ
ス
で
あ
り
、
全
人
間
性
を
導
く
ロ

ゴ
ス
で
あ
り
、
人
間
愛
に
満
ち
た
神
ご
自
身
が
訓
導
者
な
の
で
あ
る
」

(
P
a
e
d
.
 I. 
7
.
5
5
.
1
)

。

「
ロ
ゴ
ス
」

ク
レ
メ
ン
ス
の
場
合
、
『
プ
ロ
ト
レ
プ
テ
ィ
コ
ス
』
は
「
異
邦
の

者
に
対
す
る
回
心
」
を
勧
め
る
内
容
で
あ
っ
た
し
、
上
に
引
い
た
一

節
も
、
ロ
ゴ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
対
比
の
う
ち
に
異
邦
の
「
訓
導
者
」

を
否
定
的
に
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
教
父

た
ち
に
比
し
て
圧
倒
的
に
古
典
の
引
用
が
多
い
ク
レ
メ
ン
ス
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
古
典
に
対
す
る
彼
の
該
博
な
知
識
そ
れ
自
体
を
も
っ
て
、

彼
が
古
典
文
化
そ
の
も
の
に
「
訓
導
」
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
と

考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
ク
レ
メ
ン
ス
は
、

へ
の
参
与
を
基
準
と
し
て
イ
エ
ス
以
前
の
人
々
に
キ
リ

ス
ト
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス

(
A
.
D
.
1
0
0
-
1
6
5
)

ら

と
同
一
線
上
に
立
つ
。
つ
ま
り
ク
レ
メ
ン
ス
も
ま
た
、
ロ
ゴ
ス
・
訓

導
者
を
通
じ
、
復
活
の
光
を
通
し
て
異
教
文
化
に
対
峙
し
た
人
で
あ
っ

て
選
出
し
、
自
ら
の
子
供
た
ち
に
付
け
た
人
々
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ

『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』
第
五
巻
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
正
し
き
者
は
、
愛
に
満
ち
た
発
見
を
追
い
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
努
め
励
む
う
ち
、
つ
い
に
そ
の
発
見
に
到
る
。
な
ぜ
な
ら
主
が

「
叩
く
者
に
は
開
か
れ
る
で
あ
ろ
う
」
、
「
求
め
よ
、
そ
う
す
れ
ば
あ

な
た
が
た
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
マ
タ
イ
七

7
)
と
述
べ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
天
の
〕
王
国
を
略
奪
す
る
「
襲
撃
者
ど
も
」

（
マ
タ
イ
十
一

12)
は
、
論
争
の
言
葉
で
は
な
く
、
義
し
き
生
の
継

続
と
、
止
む
こ
と
の
な
い
祈
り
(
-
テ
サ
ロ
ニ
ケ
五

17)
で
も
っ
て

昔
の
過
ち
に
よ
る
汚
点
を
拭
い
去
り
、
〔
天
国
を
〕
強
奪
す
る
と
言

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」

(
S
t
r
.

V
.
 3
.
1
6
.
7
)

。

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
「
義
し
き
生
の
継
続
」
と
「
止
む

こ
と
の
な
い
祈
り
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
後
者
が
「
師
」
た
る
存
在

の
役
割
に
属
す
と
す
れ
ば
、
前
者
が
「
訓
導
者
」
の
務
め
に
関
わ
る

の
で
あ
ろ
う
。
異
教
文
化
の
中
に
生
き
る
際
、
「
師
」
の
司
る
学
問

性
や
「
訓
導
者
」
の
実
践
の
場
が
限
定
さ
れ
る
状
況
が
大
い
に
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
折
に
は
、
両
者
の
本
質
を
立
体
的
に
己
が
う
ち
に
内

在
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
場
合
訓
導
者
か
ら
の
教
え
は

「
義
し
き
生
の
継
続
」
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い

(
7
)
 

だ
ろ
う
。

こ。t
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本
稿
で
の
考
察
に
よ
り
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
描
く
「
訓
導
者
」
と
は
、

「
勧
告
者
」
と
「
師
」
の
間
に
介
在
し
、
ロ
ゴ
ス
の
下
に
あ
っ
て
、

律
法
を
は
じ
め
旧
約
的
な
諸
要
因
を
選
択

(
p
r
o
a
i
r
e
s
i
s
)

の
た
め

の
素
材
と
な
す
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
彼
が
管
轄

す
る
の
は
、
す
で
に
洗
礼
を
受
け
「
完
全
な
者
」
と
さ
れ
た
人
々
で

あ
る
。
も
っ
と
も
彼
の
任
務
は
、
義
し
き
生
の
継
続
を
説
い
て
人
々

に
情
念
か
ら
の
解
放

a
p
a
t
h
e
i
a
を
実
現
さ
せ
、
復
活
の
生
を
歩
ま

せ
る
と
い
う
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ク
レ
メ
ン
ス
自
身
が
、
復

活
の
光
を
通
し
て
異
教
文
化
に
対
峙
す
る
稀
有
な
教
父
と
し
て
輝
き

を
放
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
「
訓
導
者
」
と
い
う
存
在
を
立
て
た
こ

と
に
一
因
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
る
「
訓

導
者
」
を
通
し
て
語
ら
れ
る
『
パ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
と
は
、
ク
レ
メ

ン
ス
の
コ
ル
プ
ス
に
あ
っ
て
中
枢
の
位
置
づ
け
を
担
う
意
義
深
い
著

作
だ
と
い
え
よ
う
。

苅

結

(
l
)

筆
者
は
二

0
0三
年
十
二
月
六
日
聖
心
女
子
大
学
に
て
行
わ
れ
た
教

父
研
究
会
の
第
一
〇
七
回
定
例
研
究
会
に
お
い
て
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
「
パ
イ
ダ
ゴ
ー
ゴ
ス
』
研
究
ー
コ
ル
プ
ス
に
お
け
る

位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
と
題
し
て
発
表
を
行
っ
た
。
口
頭
発
表
の

時
期
か
ら
ほ
ぼ
一
年
が
経
過
し
、
考
え
る
テ
ー
マ
に
も
変
遷
が
あ
っ
た

た
め
、
発
表
内
容
は
同
題
目
に
て
別
に
公
表
し
（
筑
波
大
学
大
学
院
人

文
社
会
科
学
研
究
科
文
芸
・
言
語
専
攻
紀
要
『
文
藝
言
語
研
究
」
文
藝

篇
四
六
、
一
ー
ニ
―
一
頁
、
二

0
0
四
年
）
、
新
た
な
論
考
を
寄
稿
す
る

こ
と
と
し
、
編
集
部
の
了
解
も
得
ら
れ
た
。

(
2
)

な
お
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
」
篇
に
関
し
て
、
「
覚
知
者
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
読
み
解
い
た
試
み
と
し
て
、
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン

ス
に
お
け
る
「
覚
知
者
」

(
g
n
o
s
t
i
k
o
s
)

の
本
質
」
（
東
方
キ
リ
ス
ト

教
学
会
学
会
誌
「
エ
イ
コ
ー
ン
』
第
二
八
号
2
/
2
、
三
四
ー
五
一
頁
、

二
0
0三
年
）
を
参
照
。

(
3
)

従
来

p
a
i
d
a
g
o
g
o
s
と
い
う
語
に
は
「
教
育
者
」
と
い
う
訳
語
が

当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
ク
レ
メ
ン
ス
の
テ
キ
ス
ト
か
ら

は
、
当
時
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
実
在
し
た
養
育
係
を
想
定
さ
せ
う

る
訳
語
が
望
ま
し
い
と
い
う
印
象
を
得
た
。

(
4
)

ク
レ
メ
ン
ス
の
テ
キ
ス
ト
は
、
シ
ュ
テ
ー
リ
ン
に
よ
る

G
C
S
版
の

ほ
か
、
適
宜
S
C
版
を
も
参
照
す
る
。

(
5
)

そ
の
試
み
と
し
て
拙
著
「
教
父
と
古
典
解
釈
」
（
創
文
社
、
二

0
0
1

注
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アレクサンドリアのクレメンスにおける訓導者 (paidago gos)の意義

年
）
を
参
照
。

(
6
)

前
掲
注

(
2
)
の
拙
稿
、
お
よ
び
注

(
4
)
の
拙
著
を
参
照
。

(
7
)

本
稿
で
は
深
く
追
究
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
「
絶
え
ざ
る

祈
り
」
を
実
践
す
る
必
要
性
か
ら
見
出
さ
れ
た
東
方
の
伝
統
「
イ
エ
ス

の
祈
り
」
に
関
し
て
は
次
書
を
参
照
。

P
e
r
,
O
l
o
f
S
j
o
g
r
e
n
 (ford. 

V
e
r
d
e
s
 S
a
n
d
o
r
)
,
 
A
 J
e
z
u
s
、i
m
a
[
A
S
z
i
v
 
imadsti.ga, 
B
u
d
a
,
 

p
e
s
t
 2
0
0
3
.
 

※
本
稿
は
平
成
十
五
＼
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
C
(
2
)

「
東
欧
・
ス
ラ
ブ
諸
国
に
お
け
る
西
洋
古
典
学
の
継
承
と
展
開
」
（
課
題
番

号
1
5
5
2
0
1
4
8
)

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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