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憶
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概
念

　
　

2　

罪
概
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概
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概
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概
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わ
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概
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概
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史
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﹈
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│ peccatum
 originale ﹇

原
罪
﹈
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﹈
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れ
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3　
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a
）　

理
解
の
問
題
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罪
の
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白
と
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失
わ
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た
全
体
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と
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て
の
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c
）　
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と
問
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d
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e
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と
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て
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f
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の
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己
献
身
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
死

　
　
　
（
g
）　

 

キ
リ
ス
ト
者
の
生
活
の
た
め
の
メ
タ
フ
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ー
﹇
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﹈
と
し
て

の
犠
牲

　
　

4　

 

ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
と
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
お
け
る
《
キ
リ
ス

ト
の
み
》
と
い
う
排
他
的
不
変
化
詞

　

二　

恵
み
に
基
づ
い
て
の
み （sola gratia

）

　
　

1　

恵
み 

―
― 

法
と
神
学
に
お
け
る
恵
み

　
　

2　

神
と
人
間
の
愛
の
交
わ
り
の
構
成
要
素
と
し
て
の
恵
み

　
　

3　

恵
み
の
み 

―
― 

神
学
的
論
争

　
　

4　

恵
み
か
、
業
績
か 

　
　

5　

 

ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
に
お
け
る
《
恵
み
の
み
》
と
い
う
排
他
的
不
変

化
詞

　
　
　
（
a
）　

恵
み
に
基
づ
い
て
の
み 

?

　
　
　
（
b
）　

恵
み
の
概
念
に
お
け
る
諸
々
の
差
異

　
　
　
（
c
）　

注
が
れ
た
恵
み

　
　
　
（
d
）　

人
間
の
う
ち
に
働
く
力
と
し
て
の
恵
み 

?

　

三　

言
葉
に
よ
っ
て
の
み
（solo verbo

）

　
　

1　

法
的
行
為
と
し
て
の
神
な
き
者
の
義
認

　
　

2　

内
的
人
間
の
革
新

　
　

3　

義
人
で
同
時
に
罪
人

　
　

4　

原
│

分
割
と
し
て
の
義
認
の
判
決

　
　

5　

福
音
に
よ
っ
て
の
み

　
　

6　

言
葉
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト

　

四　

信
仰
に
よ
っ
て
の
み （sola fide
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1　

自
己
発
見
と
自
己
忘
却
と
し
て
の
信
仰

　
　

2　

救
い
の
確
信
と
し
て
の
信
仰

　
　

3　
「
信
仰
が
人
格
を
作
る
」

　
　

4　

 

聖
な
る
者
の
交
わ
り
と
し
て
の
信
仰
者
の
共
同
体 

│ 

す
べ
て
の

信
仰
者
の
普
遍
的
祭
司
性

　
第
六
章　

神
の
義
に
基
づ
く
生

　

一　

人
生
に
つ
い
て
の
錯
覚
か
ら
の
解
放

　

二　

礼
拝
に
生
き
る
生
活

　

三　

人
格
的
存
在
の
優
位
性

　

四　

こ
の
世
の
正
義

第
六
版
へ
の
序

本
書
を
も
う
一
度
通
読
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
ひ
と
り
の

注
意
深
い
読
者
が
ひ
と
つ
の
誤
植
を
み
つ
け
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
、
本
文
が

印
刷
さ
れ
る
際
に
、
わ
た
し
自
身
が
す
で
に
み
つ
け
て
お
く
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
九
二
頁 

（
原
文
）、
上
か
ら
七
行
目
のsim

us 

は
、

sim
ul

の
誤
植
で
あ
る
。
こ
の
訂
正
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
そ
の
神
学
的
了
解
は
、
今
や
現
実
に
、
こ
こ
で
挫
折
し
て
は
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。

 

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン　

二
〇
一
一
年　

一
〇
月

 

エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル

第
五
版
へ
の
序

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
の
最
初
の
回
勅
《
神
は
愛
で
あ
る
﹇D

E
U

S 

C
A

R
ITA

S E
ST

﹈》
を
福
音
主
義
の
キ
リ
ス
ト
者
の
目
で
読
む
者
は
、
こ
の

回
勅
の
表
題
の
解
釈
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
さ
ら
に
広
が
り
、
ま
た
深
ま
る

エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
一
致
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
本
書
の
第

四
版
の
序
の
な
か
で
提
起
さ
れ
た
諸
々
の
問
い
は
、
そ
の
緊
急
性
を
ま
っ
た

く
失
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ま
っ
た
く
反
対
に
、
そ
れ
ら
は
ま
す
ま

す
焦
眉
の
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
答
え
る
に
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
の

忍
耐
が
、
つ
ま
り
息
の
長
い
情
熱
と
同
様
の
根
気
が
必
要
で
あ
る
。
わ
た
し

は
、
神
学
と
教
会
の
な
か
で
責
任
を
負
っ
て
い
る
す
べ
て
の
ひ
と
が
、
二
つ

の
も
の
、
つ
ま
り
あ
の
性
急
さ
と
こ
の
息
の
長
い
情
熱
の
双
方
を
も
つ
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。

 

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン　

二
〇
〇
六
年　

九
月

 

エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
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第
四
版
へ
の
序

そ
の
後
、
教
会
同
士
の
了
解
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?　

ど
う
し
た

ら
そ
れ
は
進
展
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
れ
は
進
展
す
べ
き
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
?　

本
研
究
は
「
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
を
目
指
し
て
」
書
か
れ
た
た
め
、

こ
の
よ
う
な
問
い
が
、
筆
者
に
幾
分
激
し
く
か
つ
執
拗
に
迫
っ
て
く
る
。

目
下
の
と
こ
ろ
、
本
来
、
答
え
は
よ
り
広
範
な
問
い
の
う
ち
に
の
み
あ
り

う
る
。
ル
ー
テ
ル
教
会
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

教
会
が
立
ち
、
ま
た
倒
れ
る
条
項
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
み
い
だ
し
た
と
主

張
し
た
一
致
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
深
み
に
達
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
し

て
そ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
広
が
り
に
達
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?　

あ
ち
ら

と
こ
ち
ら
の
教
会
の
生
活
に
と
っ
て
、
ま
た
ひ
と
り
の
キ
リ
ス
ト
者
の
生
活

に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
一
致
は
、
知
覚
し
う
る
諸
々
の
結
果
を
も
た
ら
さ

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?　

ベ
ル
リ
ン
で
開
か
れ
た
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
に

関
す
る
第
一
回
ド
イ
ツ
教
会
会
議
の
補
遺
の
な
か
で
明
確
に
表
明
さ
れ
た
、

エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
に
批
判
的
な
叱
責
の
言
葉
を
思
い
起
こ
す
と
き
、
そ
し
て

ご
く
最
近
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
教
会
会
議
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

す
で
に
現
在
生
じ
て
い
る
諸
々
の
争
い
に
注
意
を
払
う
と
き
、
義
認
の
教
理

の
核
心
に
関
す
る
ほ
め
た
た
え
ら
れ
た
了
解
は
、
一
体
、
現
実
に
何
に
到
達

し
た
の
か
と
い
う
問
い
が
執
拗
に
迫
っ
て
く
る
。
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
停
滞

の
原
因
は
、
本
当
に
、
双
方
の
側
に
お
い
て
義
認
論
条
項
と
い
う
共
通
の
要

素
が
、キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
に
刻
印
す
る
そ
の
力
が
、も
は
や
説
得
力
を
ま
っ

た
く
も
た
な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?　

本
研
究
の
最
後
の
章

で
語
ら
れ
た
、
神
の
義
に
基
づ
く
生
活
の
諸
々
の
根
本
的
特
徴 

│ 

そ
の

結
果
、
神
な
き
者
の
義
認
の
福
音
の
、
生
活
を
新
た
に
す
る
力
が
経
験
さ
れ

る
よ
う
に
な
る 

│ 

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
補
充
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う

か
?　

信
仰
告
白
を
異
に
す
る
諸
教
会
が
ま
さ
に
了
解
し
合
え
な
い
こ
と
に

関
し
て
は
、
了
解
は
不
必
要
な
の
で
は
な
い
か
?　

最
終
的
に
克
服
で
き
な

い
相
違
は
、
教
会
の
職
務
の
権
威
と
聖
書
の
権
威
の
関
係
が
問
題
で
あ
る
と

こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
?　

そ
し
て
何
が
本
来
的
な
も
の

な
の
か
?　

あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
で
何
が
権
威
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
の

か
?　

全
体
を
丹
念
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
第
四
版
が
、
同
じ
よ
う
な
問
い
を
呼

び
起
こ
す
き
っ
か
け
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
だ
余
分
な
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

 

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン　

懺
悔
と
祈
り
の
日　

二
〇
〇
四
年

 

エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル

第
三
版
へ
の
序

本
書
が
出
版
さ
れ
て
一
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
そ
の
第
三
版
が
印
刷
さ

れ
た
こ
と
を
著
者
が
喜
ぶ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
学
究
的
う
ぬ
ぼ
れ
か
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ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
薄
い
書
物
が
、男
女
の
牧
師
た
ち
、

宗
教
の
教
師
た
ち
、
そ
し
て
真
剣
に
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
ろ
う
と
し
、
そ
れ
ゆ

え
に
基
本
的
な
方
向
づ
け
を
尋
ね
求
め
る
そ
の
他
の
多
く
の
、
福
音
主
義
と

カ
ト
リ
ッ
ク
の
社
会
人
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
り
よ
い

自
己
理
解
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
、
わ
た
し
は
喜
ん

で
い
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
、
た
し
か
に
、
こ
の
出
版
の
根
底
に
あ
っ
た
意
図

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
そ
の
教
会
を
助
け
て
、
福

音
に
ふ
さ
わ
し
い
自
己
理
解
を
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
意

図
の
実
現
が
、
教
派
主
義
的
独
善
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
に
、
非
妥
協
的

な
姿
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
《
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
を
目
指
し
て
》
執
筆
さ
れ
た

研
究
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
わ
た
し
は
こ
う
確
信
し
て
い

る
。
つ
ま
り
こ
の
小
著
は
、
個
々
の
論
争
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の

人
を
ひ
と
つ
に
す
る
た
め
に 

（
ヨ
ハ
ネ
一
七
・
二
一
）、
そ
の
や
り
方
で
貢
献

す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。

ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
新
版
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
最
近
数
カ
月
の
間

に
、
義
認
論
の
核
心
に
お
け
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
了
解
の
試
み
に
関
す
る

対
決
を
規
定
し
た
議
論
に
言
及
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
わ
た
し
は
あ
え
て

次
の
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
バ
チ
カ
ン
と
ル
ー
テ
ル
世
界
連

盟
の
間
で
取
り
決
め
ら
れ
た
《
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
》
を
わ
た

し
が
あ
る
程
度
明
確
に
批
判
し
た
こ
と
、
そ
し
て
わ
た
し
の
み
る
と
こ
ろ
、

ま
ず
わ
た
し
だ
け
が
そ
う
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
干
渉
の
目
的
は
、
も
ち

ろ
ん
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
合
意
を
阻
止
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
わ
た
し

の
批
判
を
通
じ
て
、
少
な
く
と
も
百
六
十
名
以
上
の
福
音
主
義
神
学
の
教
授

た
ち
が
抗
議
の
声
を
挙
げ
、
そ
の
批
判
は
強
化
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
わ

た
し
は
、
男
女
の
同
僚
た
ち
に
よ
る
抗
議
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た 

│ 

わ
た
し
は
多
く
の
点
で
そ
れ
に
同
意
し
、
し
か
も
少
な
か
ら

ぬ
文
言
が
わ
た
し
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
な
ぜ
な

ら
若
干
の
言
明
は
、
教
派
主
義
的
不
毛
性
の
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
バ
チ
カ
ン
が
、
類
比
的
な
教
派
主
義
的
不
毛
性
を
も
っ

て 

│ 

そ
し
て
そ
れ
が
た
と
え
た
し
か
に
「
偉
大
な
力
」
を
も
っ
て
で
は

な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
「
多
く
の
策
略
」
を
も
っ
て 

│ 

反
応
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
単
な
る
可
能
性
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
「
ル
タ
ー
、
す

べ
て
を
越
え
る
ル
タ
ー
」
と
歌
い
始
め
る
十
分
な
理
由
と
は
決
し
て
な
ら
な

か
っ
た
。
た
し
か
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
は
、
彼
の
よ
う
な
ひ
と
を
探
し

求
め
る
教
会
の
教
師
で
あ
る
。
そ
し
て
使
徒
パ
ウ
ロ
の
後
に
、
神
な
き
者
の

義
認
の
福
音
を
ル
タ
ー
ほ
ど
に
根
本
的
に
考
え
抜
き
、
そ
し
て
印
象
的
な
仕

方
で
主
張
し
た
神
学
者
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
ル
タ
ー
は
、
特
に
、
そ
の

不
可
謬
の
神
学
的
権
威
に
祭
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
断
固
と
し
て
禁
じ
た
が

ゆ
え
に
、
教
会
の
比
類
な
き
教
師
で
あ
る
。「
ル
タ
ー
は
何
者
か
?　

す
べ

て
の
教
え
は
わ
た
し
の
も
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
だ
れ
の
た
め
に
も
十
字

架
に
か
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
貧
し
く
、
悪
臭
を
放
つ
、
蛆
だ
ら
け
の
袋
で

あ
る
わ
た
し
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
び
と
に
、
わ
た
し
の
邪
悪
な
名
前
を
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も
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
子
ど
も
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
そ
う
で
は
な

い
、
愛
す
る
友
よ 

…
…
」（W

A
8, 685.6

-10

）。

繰
り
返
す
が
、
教
会
の
こ
の
教
師
に
耳
を
傾
け
、
彼
か
ら
学
ぶ
覚
悟
の
あ

る
者
は
、
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
報
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
を
試
み
た
。
ま
さ

に
こ
れ
ゆ
え
に
、
今
、
わ
た
し
は
教
授
た
ち
に
よ
る
最
も
新
し
い
抗
議
行
動

と
、
こ
れ
に
伴
う
、
そ
の
他
の
神
学
的
に
や
や
わ
た
し
に
近
い
立
場
に
立
つ

同
僚
の
筆
に
な
る
批
判
的
意
見
書
の
前
に
、幾
分
困
惑
し
つ
つ
立
っ
て
い
る
。

最
近
の
抗
議
は
、
こ
の
前
の
春
に
公
示
さ
れ
た
、《
共
同
宣
言
》
を
補
足
す

る
《
共
同
確
認
》
と
、そ
れ
に
属
す
る
《
付
録
》
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。《
共

同
宣
言
》
に
対
す
る
こ
の
《
補
遺
》
に
お
い
て
は
、
わ
た
し
の
判
断
で

は  

│ 

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
表
現
を
用
い
る
と 

│ 

あ
の
《
調
停
定

式
》
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
十
六
世
紀
の
あ
か
ら
さ
ま
な
相
互
排

斥
は
時
代
遅
れ
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。人
間
は《
信

仰
に
よ
っ
て
の
み 

（sola fide

）》
義
と
さ
れ
、
こ
う
し
て
義
と
さ
れ
た
ひ
と

は
《
義
人
で
あ
る
と
同
時
に
罪
び
と
（sim

ul iustus et peccator
）》
で
あ

る
と
の
、
今
や
共
同
で
言
明
さ
れ
た
諸
々
の
宗
教
改
革
的
主
張
が
、
こ
こ
で

は
そ
の
宗
教
改
革
的
意
味
に
逆
ら
い
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
で
決
定
さ
れ
た

義
認
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
結
局
ひ
と
つ

の
超
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
的
テ
キ
ス
ト
に
関
わ
っ
て
い
る
と
の
異
論
に
、
わ
た

し
は
ま
っ
た
く
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。そ
し
て
次
の
よ
う
な
主
張
は
、

パ
ウ
ロ
的
義
認
論
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
誤
解
を
示
し
て
い
る
。つ
ま
り
そ
れ
は
、

教
皇
庁
の
信
仰
聖
省
長
官
が
、
イ
タ
リ
ア
の
あ
る
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記

事
の
な
か
で
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
、
た
し
か
に
反
宗
教
改
革
的
に
、
た
し
か

に
反
パ
ウ
ロ
主
義
的
に
解
釈
し
、
し
か
も
「
正
し
く
な
い
者
は
や
は
り
義
と

さ
れ
な
い
」
と
い
う
彼
の
主
張
と
共
に
、「
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は

神
な
き
者
の
義
認
の
福
音 

（
ロ
ー
マ
四
・
五
） 

を
否
認
す
る
」（epd

-D
oku-

m
entation N

r. 36/99
:

Streit um
 die Texte zur R

echtfertigungslehre 

（18

）, 30. A
ugust 1999, 1

） 

と
表
明
し
た
。
枢
機
卿
ヨ
セ
フ
・
ラ
ッ
ツ
イ
ン

ガ
ー
は
、
ま
さ
に
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
最
も
攻
撃
的
な
文
章
の
た
め
に
ル

タ
ー
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
も
っ
と
腹
立
た
し
い
の
は
、
あ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
一
連
の
最
も
遺
憾
な
諸
々
の
表
現
を
含
ん
で
い
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
、
今
日
、
ル
タ
ー
派
の
人
び
と
は
、「
彼
ら
は
義
認

と
い
う
こ
と
で
何
を
理
解
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
、「
い
つ
も

﹇
!
﹈
非
常
に
貧
弱
な
答
え
し
か
」
得
ら
れ
な
い
と
い
う
厚
か
ま
し
い
コ
メ

ン
ト
も
つ
い
て
い
る 

（aaO
., 6

）。
あ
の
枢
機
卿
は
、
ル
タ
ー
派
の
ど
の
よ

う
な
人
び
と
と
交
際
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?

新
版
へ
の
こ
の
序
は
、《
共
同
宣
言
》
へ
の
あ
の
《
補
遺
》
と
福
音
主
義

の
若
干
の
大
学
教
員
た
ち
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
諸
々
の
異
論
に
対
し
、
わ

た
し
の
立
場
を
よ
り
正
確
に
説
明
し
、
そ
し
て
基
礎
づ
け
る
場
で
は
な
い
。

そ
の
代
わ
り
に
わ
た
し
の
書
い
た
二
つ
の
出
版
物
を
挙
げ
て
お
く
の
で
、
是

非
、
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ひ
と
つ
は
、E

in w
ichtiger Schritt.

D
eutschen A

llgem
einen Sonntagsblattes 

（N
r.23, am

 4. Juni 1999

）　
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で
あ
る 

│ 

こ
れ
は
あ
の
《
補
遺
》
に
対
す
る
最
初
の
評
論
で
あ
る
。
も

う
ひ
と
つ
は
，K

ardinale P
roblem

e. Stim
m

en der Zeit （N
r. 11/1999

）

で
あ
る 
│ 
こ
ち
ら
の
方
が
よ
り
詳
し
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に

み
い
だ
さ
れ
る
の
は
、神
な
き
者
の
義
認
の
福
音
が
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の《
言

語
》
に
翻
訳
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、《
教
会
の
実
践
》
に
お
い
て
も
こ
の
実

践
を
導
く
真
理
と
し
て
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
要
求
で
あ
る
。

こ
の
要
求
と
不
可
避
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、《
義
認
論
の
諸
々
の

基
本
的
真
理
に
お
け
る
》
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
《
コ
ン
セ
ン
サ
ス
》
は
、
教

皇
に
よ
る
、
紀
元
二
千
年
を
祝
う
記
念
祭
の
免
償
の
告
知
と
い
か
に
し
て
調

和
し
う
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。そ
し
て
さ
ら
に
差
し
迫
っ
た
問
い
は
、

あ
の
合
意
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
目
か
ら
み
る
と
、
福
音
主
義

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
間
に
は
相
変
わ
ら
ず
聖
餐
の
交
わ

り
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
霊
的
な
不
快
感
と
、
い
か
に
し
て
調
和
し
う
る

の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。《
共
同
宣
言
》
の
著
者
た
ち
が
最
後
の
と
こ
ろ

で
（N

r. 44

）
は
っ
き
り
と
行
っ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え

《
ユ
ー
カ
リ
ス
ト
﹇
聖
餐
式
﹈》
を
共
に
祝
う
資
格
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
を

知
っ
て
い
る
と
し
て
も
、「
教
会
の
分
裂
を
克
服
す
る
た
め
の
決
定
的
な
こ

の
一
歩
の
た
め
に
」、
本
当
に
、
共
に
「
主
に
感
謝
す
る
こ
と
」

（εὐχαριστεɩ̑ν

） 

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か 

?

こ
の
版
で
は
、本
文
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
だ
け
修
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

ボ
ン
の
同
僚
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ラ
ー
ゲ
の
好
意
的
批
判
の
お
か
げ

で
あ
り
、
彼
に
は
深
く
感
謝
し
て
い
る
。
義
認
と
、
業
に
よ
る
裁
き
と
の
関

係
に
つ
い
て
も
っ
と
厳
密
に
論
じ
て
欲
し
い
と
の
彼
の
望
み
に
は
、
近
い
う

ち
に
、
永
遠
の
生
命
に
関
す
る
著
書
に
よ
っ
て
答
え
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

 

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン　

一
九
九
九
年
一
〇
月

 

エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル

第
二
版
へ
の
序

本
書
は
、
出
版
後
、
間
も
な
く
絶
版
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
喜
ば
し
い
こ

と
に
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ
た
反
応
は
ほ
と
ん
ど
が
好
意
的
で
あ
っ
た
。
第
二

版
で
は
、
若
干
の
提
案
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
た
。
激
し
い
論
争
の
よ
う
に
誤

解
さ
れ
う
る
若
干
の
定
式 

│ 

そ
れ
ら
は
決
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 

│ 

を
《
柔
ら
か
な
表
現
に
し
た
》。
い

く
つ
か
の
誤
植
を
取
り
除
き
、
時
折
み
ら
れ
た
誤
り
も
訂
正
し
て
お
い
た
。

読
者
に
は
、
是
非
次
の
文
献
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
は
、

A
m

ica E
xegesis einer röm

ischen N
ote. ZT

hk B
eiheft 10

:
Zur R

echt-

fertigungslehre, 1998, 252
-279

） 

と
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
同
僚
で
カ
ト

リ
ッ
ク
の
ベ
ル
ン
ト
・
ヨ
ッ
ヒ
ェ
ン
・
ヒ
ル
ベ
ラ
ト
と
交
わ
し
た
意
見
交
換 

（H
erder K

orrespondenz 53. 22
-26, 154

-157, 1999.

） 

で
あ
る
。
わ
た
し
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自
身
の
教
派
の
仲
間
と
の
、
意
志
の
疎
通
は
同
じ
よ
う
に
有
望
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
?　

も
し
も
本
書
が
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
た

し
は
も
う
一
度
こ
う
言
い
た
い
。
こ
れ
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
者
た
ち
に

よ
っ
て
寛
大
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

の
ル
タ
ー
派
の
人
び
と
に
よ
り
寛
大
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
、
わ
た
し

は
満
足
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
。

し
か
し
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
遠
方
へ
と
思
い
を
は
せ
る
の
だ
ろ
う
か
?　

M
aterialdienst des K

onfessionskundlichen Instituts B
ensheim

 

（M
dK

I 50

﹇1999

﹈, H
eft 1, 19f.

） 
に
お
い
て
、
本
書
は
た
し
か
に
次
の
よ

う
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
義
認
の
範
例
の
解
釈
学
的
、
実
存
解

明
的
、そ
し
て
生
活
実
践
的
遂
行
力
を
確
信
し
た
い
」す
べ
て
の
ひ
と
に
と
っ

て
、「
極
め
て
有
益
な
」
本
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
称
賛
さ

れ
た
本
も
、そ
れ
が
「
あ
ま
り
に
ド
イ
ツ
的
な
本
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

手
厳
し
く
非
難
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
釈
義
的
「
保
証
人
た
ち
」
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
R
・
ブ
ル
ト
マ
ン
、
G
・
ボ
ル
ン
カ
ム 

、
そ
し
て
ケ
ー

ゼ
マ
ン
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
特
に
本
書
が
失
望
さ
せ
て
い
る
の
は
、「
エ

キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
解
釈
の
問
題
へ
と
さ
ら
に
前
進
す
る
考
察
を
探
究
し
て
い

る
」
人
び
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
今
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
か
?　

わ
た
し
は
こ
の
評
論
家
に
、
た
し
か
に
彼
に
よ
っ
て
意

図
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
が
、
か
な
り
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
特
殊
な
「
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
解
釈
学
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
の
前
提
を
、わ
た
し
は
す
で
に
致
命
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
。

エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
神
学
は
た
し
か
に
理
解
に
関
す
る
諸
々
の
困
難
な
問
題

に
直
面
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
諸
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な

解
釈
学
は
、
す
べ
て
の 

（
文
書
に
よ
る
、
あ
る
い
は
口
頭
に
よ
る
） 

生
活
表

現
の
理
解
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
技
法
論
に
他
な
ら
な
い
。「
神
学
思
想

は
、
…
…
そ
の
考
え
ら
れ
て
い
る
存
在
の
諸
制
約 

（die B
edingungen 

seines G
edachtseins

） 

を
省
察
せ
ず
に
済
ま
す
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
」

と
い
う
の
が
、
わ
た
し
の
見
解
で
も
あ
る
。
そ
の
評
論
家
は
次
の
こ
と
を
見

落
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
著
の
第
一
部
全
体
が

こ
の
よ
う
な
省
察
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
わ
た
し
の
師

で
あ
る
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
と
の
《
論
拠
に
関
す
る
》
対
決
に
お
い
て
、
し
か

し
ま
た
た
し
か
に
J
・
G
・
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
議
論
に
お
い
て
も
そ
れ
を
行
お

う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
の
要
求
の
も
と

で
明
ら
か
に
何
か
別
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
多
く
の
「
エ
キ
ュ
メ
ニ
ス

ト
」
の
典
型
で
あ
る
あ
の
評
論
家
は
、
あ
る
思
想
の
真
理
要
求
を
相
対
化
し

う
る
た
め
に
、
こ
の
思
想
の
「
考
え
ら
れ
て
い
る
存
在
の
諸
制
約
に
対
す
る

省
察
」
を
要
求
す
る
。
そ
の
真
理
要
求
は
明
ら
か
に
宣
教
の
レ
ベ
ル
へ
と
追

い
や
ら
れ
て
い
る
。「《
断
言
》（
ル
タ
ー
） 

を
敢
行
す
る
宣
教
と
神
学
的
思

想
の
相
違
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
今
や
も
ち
ろ
ん
、
ル
タ
ー
が

《
断
言
》の
も
と
で
理
解
し
た
こ
と
を
侮
辱
し
て
い
る
。あ
た
か
も
断
言
は《
考
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え
ら
れ
る
》
こ
と
を
要
求
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
考
え
ら
れ
て
い
る
存
在

の
制
約
を
省
察
せ
ず
に
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
で
は
な
い
か
!　

ル
タ
ー
の
文
書D

e servo arbitrio

の
冒
頭
の
部
分
を
し
っ
か
り
と
読
む
な

ら
ば
、
直
ち
に
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教

改
革
の
神
学
に
と
っ
て
、「
宣
教
」
と
「
神
学
思
想
」
は
《
こ
の
よ
う
に
》

相
違
す
る
と
い
う
主
張
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
評
論
家
が
わ
た
し
の

小
著
に
欠
け
て
い
る
と
嘆
く
「
メ
タ
│

省
察
」
へ
の
意
志
が
「
共
同
宣
言
」

に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
《
省
察
》
の
概
念
を
前
提
と
し

て
お
り
、
こ
の
概
念
は
、
事
実
、《
思
惟
》
に
関
す
る
わ
た
し
の
理
解
と
一

致
し
な
い
。

さ
ら
に
、
同
じ
評
論
家
の
他
の
嘆
き
に
対
し
て
ひ
と
こ
と
述
べ
て
お
き
た

い
。
そ
れ
は
、わ
た
し
は
ま
さ
に
ブ
ル
ト
マ
ン
、ボ
ル
ン
カ
ム
、そ
し
て
ケ
ー

ゼ
マ
ン
だ
け
を
釈
義
の
「
証
人
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
わ

た
し
の
聖
書
釈
義
は
、
明
ら
か
に
一
九
七
〇
年
代
の
立
場
を
越
え
て
い
な
い

と
の
嘆
き
で
あ
る
。
明
ら
か
に
こ
の
評
論
家
は
、
彼
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る

者
は
自
分
の
釈
義
的
判
断
力
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
。
事
実
、
わ
た
し
は
本
書
に
お
い
て
、
テ
ー
マ
に
関
す
る
目
下
の
諸
々

の
釈
義
的
論
争
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
を
意
識
的
に
断
念
し
た
。
わ
た
し

は
、
わ
た
し
の
博
士
論
文
『
パ
ウ
ロ
と
イ
エ
ス
』
の
な
か
で
確
か
め
ら
れ
う

る
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
々
の
論
究
を
、
次
の
よ
う
な
理
由
だ
け
で
継
続
し
よ

う
と
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
第
一
版
へ
の
序
に
お
い

て
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
は
学
会
に
属
し
て
い
な
い
読
者
を
考
慮
し
て
、

学
術
的
文
献
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
を
「
完
全
に
断
念
し
た
」。
わ
た
し

は
最
も
新
し
い
釈
義
の
諸
々
の
着
想
も
取
り
扱
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
そ
れ
ら
は
、
あ
ま
り
に
し
ば
し
ば
、「
た
と
え
他
の
諸
々
の
動
機
と
、

ま
さ
に
対
立
す
る
諸
々
の
目
的
設
定
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
」（K

. 

K
ertelge. A

rt. R
echtfertigung　

II. N
eues Testam

ent, T
R

E
 28, 1997, 

286
-307, 300, 4f

）、
あ
の
よ
り
古
い
立
場
の
変
種
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
わ
た
し
の
同
僚
ミ
ヒ
ァ
エ
ル
・

テ
オ
バ
ル
ト
に
よ
っ
て 

（
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
釈
義
と
の
関
連
で
、
ま

た
そ
れ
に
対
し
て
） 

主
張
さ
れ
た
理
解
の
場
合
に
は
、
事
情
が
異
な
っ
て
い

る
。
そ
の
理
解
に
よ
る
と
、
ガ
ラ
テ
ヤ
二
・
一
六
と
ロ
ー
マ
三
・
二
八
の
な
か

で
、
義
認
の
使
信
の
た
め
に
言
及
さ
れ
て
い
る
「
根
拠
と
な
る
文
」
は
パ
ウ

ロ
以
前
の
「
生
活
の
座
」
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
原
始
キ
リ
ス

ト
教
の
伝
道
の
状
況
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
重
要
だ
っ
た
の
は
、異
邦
人 （
キ

リ
ス
ト
者
） 

を
律
法
の
遵
守
に
依
存
せ
ず
に
終
末
時
の
神
の
民
と
し
て
認
め

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
義
認
の
使
信
は
本
来
《
教
会
論
的
に
》
方

向
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
理
解
に
よ
る
と
、
パ
ウ
ロ
の
場
合
、
義
認
の
ケ

リ
ュ
グ
マ
の
《
人
間
論
的
》
妥
当
性
は
た
し
か
に
す
で
に
視
野
に
入
っ
て
い

た
が
、
異
邦
人
を
終
末
時
の
神
の
民
に
組
み
込
む
と
い
う
課
題
が
も
は
や
問

題
に
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
初
め
て
支
配
的
な
視
点
と
な
っ
た 

（
エ
フ
ェ
二
・
五
、八
以
下
参
照
）。
こ
れ
は
も
っ
と
も
ら
し
く
思
わ
れ
る
理
解
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で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
も
と
も
と
教
会
論
的
意
図
も
、
諸
々
の
人
間
学
的
、

た
し
か
に
厳
密
な
意
味
で
神
学
的
含
意
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
神
の
み
が
、
誰
が
終
末
時
の

神
の
民
に
属
す
る
の
か
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

│ 

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

ン
系
の
釈
義
に
お
い
て
こ
の
関
連
で
出
会
い
う
る
理
解
、
つ
ま
り
、
義
認
の

使
信
は
、異
邦
人
キ
リ
ス
ト
者
の
た
め
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
自
己
同
一
性
の
印
」

（
例
え
ば
、
割
礼
、
神
聖
な
安
息
日
の
遵
守
） 

を
失
効
さ
せ
る
こ
と
に
限
定

さ
れ
、
し
か
し
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
自
身
に
は
何
の
意
味
も
も
た
な
か
っ

た
と
す
る
理
解
は
、
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
パ
ウ
ロ
が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
義

認
と
の
関
連
で
神
な
き
者
の
義
認
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と 

（
ロ
ー
マ

四
・
五
） 

に
よ
っ
て
、
す
で
に
挫
折
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
パ
ウ
ロ
が
、「
ガ

ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」と「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」の
な
か
で
は
っ

き
り
と
行
っ
た
よ
う
に
、
神
な
き
者
を
義
と
す
る
十
字
架
の
言
葉
と
し
て
の

福
音
の
解
釈
に
、
大
い
に
、
し
か
も
体
系
的
に
注
目
し
た
こ
と
は
、
理
解
し

が
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

│  E
d.P.Sanders 

（ Paul and Palestinian 

Judaism
, O

xford, 1977. dt.:
Paulus und das palästinische Judendtum

.

E
in Vergleich zw

eier R
eligionsstrukturen, StU

N
T

 17 

﹇1985

﹈） 
と

J.D
.G

. D
unn （T

he N
ew

 Perspective on Paul,in
:

ders. Jesus, Paul and 

the L
aw

. Studies in M
ark and G

alatians, 1990. 183
-214

;
ders., T

he 

Justice of G
od. A

 R
enew

ed Perspective on Justification by Faith, JT
hS 

N
S 43 ﹇1992

﹈, 1
-22

） 

に
反
対
し
、
わ
た
し
はE

. L
ohse （T

heologie der 

R
echtfertigung im

 kritischen D
isput ̶

 zu einigen neuen Perspek-

tiven in der Interpretation der T
heologie des A

postels Paulus, G
G

A
 

249 ﹇1997

﹈, 66
-81

） 

を
参
照
す
る
よ
う
お
勧
め
し
た
い
。

第
一
版
へ
の
序

《
福
音
主
義
》
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
?　

誰
が
、
そ
し
て
な

ぜ
福
音
主
義
者
な
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
し
て
な
ぜ
彼
ら
は
ま
だ
存
在
す
る
の

だ
ろ
う
か
?　

わ
た
し
自
身
が
驚
い
た
こ
と
だ
が
、
最
近
、
こ
の
よ
う
な
問

い
を
ま
す
ま
す
頻
繁
に
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
い
は
、

い
わ
ゆ
る
公
的
世
界
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
福
音
主
義
教
会
の
内
部
に
お
い

て
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
時
々
、
こ
の
こ
と
を
ご
く
わ
ず
か
し
か
理

解
し
て
い
な
い
の
は
福
音
主
義
教
会
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

い
つ
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
問
い
は
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

現
在
、
再
び
、《
福
音
主
義
》
と
呼
ば
れ
る
の
に
値
す
る
も
の
は
何
か
と
い

う
こ
と
が
、
い
っ
そ
う
集
中
的
に
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
ド

イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
界
で
幾
分
激
し
く
展
開
さ
れ
た
論
争
、
か
つ
て
の
時
代

が
「
福
音
主
義
の
根
本
条
項
」
つ
ま
り
信
仰
に
の
み
基
づ
く
神
な
き
者
の
義

認
に
関
す
る
信
仰
箇
条
と
呼
ぶ
の
を
常
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
論
争

と
関
連
し
て
い
る
。
ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
の
代
表
者
た
ち
と
バ
チ
カ
ン
の
代

表
者
た
ち
に
よ
っ
て
協
定
さ
れ
た
《
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
》
が
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発
表
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
論
争
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
共
同
宣
言
は
、《
義
認

の
教
理
の
諸
々
の
基
本
的
真
理
に
お
け
る
一
致
》
を
定
式
化
す
る
こ
と
を
自

ら
要
求
し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
最
後
に
「
教
会
の
分
裂
を
克
服
す
る
た
め

の
こ
の
決
定
的
第
一
歩
に
つ
い
て
」
主
な
る
神
に
感
謝
し
て
い
る
。

こ
の
よ
き
知
ら
せ
を
わ
た
し
は
大
い
に
喜
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
カ
ト
リ
ッ
ク

教
徒
と
の
了
解
に
対
す
る
情
熱
的
な
関
心
は
、
初
め
か
ら
わ
た
し
の
神
学
的

実
存
に
属
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
た
し
が
学
び
、
そ
し
て
教
え

始
め
た
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国 

（
旧
東
ド
イ
ツ
） 

で
は
、
そ
の
当
時
、
無
神
論

的
挑
発
に
直
面
し
て
い
た
若
い
神
学
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
自
明

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
わ
た
し
は
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
に
お
け

る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
福
音
主
義
教
会
の
教
師
に
よ
る
、
最
初
の
エ
キ
ュ
メ

ニ
カ
ル
な
研
究
サ
ー
ク
ル
の
共
同
設
立
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ル
・

ラ
ー
ナ
ー
と
彼
の
「
学
生
た
ち
」
と
の
出
会
い
は
、
後
に
、
わ
た
し
が
カ
ト

リ
ッ
ク
神
学
に
お
け
る
真
に
福
音
的
な
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
に
大
い
に
役

立
っ
た
。
こ
の
経
験
は
、
一
方
で
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
に
お
い
て
生
ま
れ
た

ワ
ル
タ
ー
・
カ
ス
パ
ー
と
の
友
好
的
な
隣
人
関
係
を
通
し
て
、
他
方
で
、
ハ

ン
ス
・
キ
ュ
ン
ク
と
の
ま
っ
た
く
特
別
で
友
好
的
な
友
人
関
係
を
通
し
て
強

化
さ
れ
た
。
し
か
し
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
福
音
主
義
の
神
学
寮
と
カ
ト
リ
ッ

ク
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
神
学
寮
の
間
で
実
践
さ
れ
て
い
た
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な

交
わ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
意
義
を
有
し
て
い
た
し
、
今
も
有
し
て
い

る
。
今
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
の
当
時
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
神
学
寮
の
長

で
あ
っ
た
キ
リ
ア
ン
・
ヌ
ス
と
共
に
、
ロ
ー
マ
へ 

（「
使
徒
た
ち
の
墓
へ
」） 

行
っ
た
旅
行
と
、
ロ
ー
マ
の
ド
イ
ツ
館
に
お
け
る
諸
々
の
出
会
い
と
議
論
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
前
に
は
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
大
学
の
神
学
部
の
教
授
た

ち
と
の
か
な
り
感
動
的
な
出
会
い
と
討
論
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
そ
の
他

の
多
く
の
こ
と
に
よ
り
、
教
会
の
目
に
み
え
る
統
一
へ
の
、
成
功
を
約
束
す

る
道
の
た
め
の
堅
牢
な
神
学
的
基
盤
を
探
求
す
る
こ
と
が
、
わ
た
し
に
と
っ

て
放
棄
し
え
な
い
責
任
と
な
っ
た
。

多
く
の
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
あ
の
《
共
同
宣
言
》
を
よ
り
正
確
に
研
究

し
た
際
に
、
わ
た
し
を
襲
っ
た
失
望
を
分
か
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
わ
た
し

は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
言
及
し
た
い
と
思
う
。
わ
た
し
の
判
断
で
は
、
い
ず
れ

に
せ
よ
ル
タ
ー
派
の
側
で
は
、
ま
さ
に
《
教
会
分
裂
の
克
服
の
た
め
の
》
堅

実
な
神
学
的
基
盤
は
据
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
は
、
宗
教
改

革
の
諸
々
の
決
定
的
洞
察
が
曖
昧
に
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
完
全
に
放
棄
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
本
文
に
は
、
福
音
主
義
的
諸
教
会

と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
共
通
に
語
り
う
る
こ
と
が
、
種
々
入
っ
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
、
一
五
四
七
年

に
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
に
お
い
て
、
義
認
論
、
特
に
宗
教
改
革
の
義
認
論
に

反
対
す
る
解
釈
に
基
づ
い
て
可
決
し
た
義
認
の
教
令
の
地
平
に
お
い
て
の

み
、
ま
た
ほ
ぼ
そ
の
水
準
で
な
さ
れ
て
い
る
言
明
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ

え
に
わ
た
し
は
、《
共
同
宣
言
》
の
な
か
に
、
そ
の
力
が
あ
る
と
み
な
さ
れ

て
い
る
ま
さ
に
あ
の
突
破
力
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
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め
に
は
、《
共
同
宣
言
》
は
あ
ま
り
に
み
じ
か
過
ぎ
る
。
達
成
さ
れ
た
と
称

す
る
了
解
は
、
時
折
ま
っ
た
く
あ
や
ふ
や
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
基
盤

に
基
づ
い
て
い
る
。《
共
同
宣
言
》
の
弁
証
家
た
ち
が
、
す
べ
て
を
革
新
す

る
明
晰
性
の
代
わ
り
に
、
混
乱
の
み 

│ 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
特
に
ル
タ
ー

派
の
代
表
者
た
ち
が
行
っ
た
こ
と
に
関
す
る
博
士
論
文
が
た
し
か
に
存
在
す

る 

│ 
を
惹
き
起
こ
す
諸
々
の
論
証
を
も
っ
て
な
お
答
え
る
と
き
、
わ
た

し
は
《
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
た
め
に
》
注
意
を
喚
起
す
る
責
任
を
感
じ
た
。

わ
た
し
は
要
求
し
た
。《
神
の
た
め
に
、
明
晰
性
を
!
》（ZT

hK
 94 ﹇1997

﹈, 

394
-406

）。
世
間
を
騒
が
せ
る
論
争
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
一
般
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
教
会
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
詳
細
か
つ
客
観
的
に

伝
え
た
。（
こ
の
事
柄
に
関
し
読
者
は
、
他
の
ド
イ
ツ
語
の
新
聞
よ
り
も

Frankfurter A
llgem

einen Zeitung 

か
ら
多
く
の
情
報
を
え
る
こ
と
が
で

き
た
。
宗
教
の
指
導
者
た
ち
は
、そ
の
記
事
は
不
正
確
で
あ
る
と
非
難
し
た
。

人
び
と
は
教
会
の
雑
誌
の
報
道
を
奇
妙
な
も
の
と
感
じ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

意
地
の
悪
い
中
傷
に
よ
っ
て
、
非
凡
な
ひ
と
り
の
女
性
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を

抹
殺
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
不
愉
快
な
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
い
ず

れ
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
」
の
対
象
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。） 

ま
さ
に
諸
々

の
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
非
常
に
注
目
さ
れ
追
跡
さ
れ
た
こ
の
論
争
に
よ
っ

て
、
ド
イ
ツ
の
人
び
と
は
、
で
は
一
体
誰
が
、
あ
る
い
は
何
が
、
本
来
《
福

音
主
義
的
》
と
称
さ
れ
る
に
値
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
再
び
問
う
こ
と
に

な
っ
た
。

こ
の
問
い
に
対
し
、信
仰
の
み
に
よ
る
、神
な
き
者
の
義
認
に
関
す
る
《
福

音
主
義
的
基
本
条
項
》
以
上
に
よ
り
よ
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
な

い
。
本
書
は
こ
れ
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
書
に
は
妥
協
を
喜
ぶ
気
持
ち
は

な
い
。
正
規
の
神
学
は
妥
協
を
し
な
い
。
こ
れ
が
、
正
規
の
神
学
と
、
必
然

的
に
妥
協
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
会
の
管
理
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

正
規
の
神
学
は
疑
わ
し
い
妥
協
を
し
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
い
か
な
る
妥

協
も
し
な
い
神
学
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
書
は
、
エ
キ
ュ
メ
ニ

ズ
ム
を
目
指
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
双
方
と
も

最
良
の
意
味
で
《
福
音
主
義
》
と
な
る
と
き
に
の
み
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
は

成
長
し
前
進
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
双
方
と

も
最
良
の
意
味
で
《
カ
ト
リ
ッ
ク
》
と
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
ロ
ー
マ
の

信
仰
聖
省
の
同
意
も
え
ら
れ
る
、
と
わ
た
し
は
あ
え
て
主
張
し
た
い
。

本
書
は
ほ
ん
の
時
折
《
共
同
宣
言
》
に
言
及
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
テ

キ
ス
ト
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
他
の
と
こ
ろ
で 

十

分
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
対
話
」
に
つ
い
て
は
、E

. 

M
aurer, R

echtfertigung. K
onfessionstrennend oder konfessions-

verbindend ? （Ӧ
kum

enische Studienhefte 8, 1998

） 

が
、
簡
潔
な
、
し

か
し
す
ぐ
れ
た
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。わ
た
し
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、

わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
諸
々
の
経
験
と
問
題
設
定
の
地
平
に
お
け
る
諸
々
の
事

実
問
題 
（Sachproblem

e

） 

の
論
究
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
自
明
な
こ
と
で
あ

る
が
、
基
本
的
に
重
要
な
資
料
は
パ
ウ
ロ
の
手
紙
で
あ
る
。
諸
々
の
宗
教
改
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革
的
洞
察
が
特
に
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
、
福
音
主
義
の
義
認
論
に

と
っ
て
同
様
に
自
明
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
宗
教
改
革
の
諸
認
識
を
塾
考

す
る
こ
と
が
、
本
書
の
目
的
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
の

先
人
た
ち
の
諸
認
識
は
、
そ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
現
在
の
問
題
意
識
の

地
平
に
お
い
て
、
義
認
条
項
を
有
効
に
働
か
せ
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
を
助
け

て
く
れ
る
と
き
に
の
み
、
妥
当
性
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
の

初
め
、
現
実
に
存
在
し
た
社
会
主
義
と
い
う
特
別
な
諸
条
件
の
も
と
で
、「
ド

イ
ツ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
福
音
主
義
教
会
連
合
と
福
音
主
義
│

ル
ー
テ
ル

教
会
連
盟
の
、
教
理
を
め
ぐ
る
対
話
」（K

J 98  

﹇1971

﹈, 295
-322

:
99 

﹇1972

﹈, 301
-309

;
100 

﹇1973

﹈, 227
-239

） 
は
、
模
範
的
な
仕
方
で
こ
の

こ
と
を
企
て
た
。
そ
の
さ
い
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
義
認
条
項
を
現
在
と

関
連
づ
け
る
こ
の
よ
う
な
諸
解
釈
に
お
い
て
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
最
初
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
の
多
く
が
、
再
び

大
い
に
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
神

な
き
者
の
義
認
の
福
音
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
真
理
は
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ

ま
で
自
明
で
あ
っ
た
も
の
の
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
を
破
壊
す
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
真
理
は
、
諸
々
の
新
た
な
自
明
性
を
生
み
出
す
た
め
に
、

そ
れ
を
行
う
。
つ
ま
り
そ
の
真
理
は
、
神
の
前
に
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
を
生
み
出
す
た
め
に
、
そ
れ
を
行
う
。
ル
タ
ー
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
賛
美

歌
の
な
か
で
、「
永
遠
の
光
が
差
し
込
み
、
こ
の
世
に
新
た
な
輝
き
を
も
た

ら
す
」
と
歌
っ
て
い
る
。

本
書
は
、
決
し
て
い
わ
ゆ
る
専
門
の
神
学
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で

は
な
い
、
ま
っ
た
く
彼
ら
の
た
め
で
は
な
い
。
執
筆
の
際
に
わ
た
し
は
、
特

に
、
福
音
を
解
釈
し
て
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
を
喜
ん
で
な

し
、
そ
し
て
神
学
的
良
心
を
も
っ
て
こ
れ
を
な
そ
う
と
す
る
多
く
の
牧
師
た

ち
と
宗
教
の
教
師
た
ち
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
信
仰

の
真
理
に
つ
い
て
釈
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
若
干
骨
を
折
る
こ
と

を
恐
れ
な
い
あ
の
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
の
こ
と
も
考
え
て
い
た
。
わ
た
し

は
彼
ら
の
手
助
け
を
し
た
い
と
思
っ
た
。
こ
の
理
由
で
、
学
問
的
な
資
料
を

引
き
合
い
に
出
す
こ
と
を
完
全
に
断
念
し
た
。
事
柄
そ
れ
自
体
が
語
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
事
柄
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
そ
の
現
在
形
で
主
張
す

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

事
柄
に
近
づ
く
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
外
国
語
の
テ
キ
ス
ト
に
は

同
時
に
ド
イ
ツ
語
訳
を
付
し
た
。
さ
ら
に
宗
教
改
革
時
代
の
ド
イ
ツ
語
は
、

慎
重
に
現
代
ド
イ
ツ
語
に
し
て
お
い
た
。
こ
の
た
め
に
わ
た
し
は
、カ
リ
ン
・

ボ
ル
ン
カ
ム
と
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
ル

タ
ー
の
テ
キ
ス
ト
（M

artin Luther,　

A
usgew

ӓhlte Schriften,　

1982

） 
を
用
い
た
。
実
質
的
な
点
で
ど
れ
ほ
ど
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
に

負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
か
、
そ
れ
は
、
専
門
知
識
を
も
つ
方
に

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
に
は
も
ち
ろ
ん
次
の
こ
と
も
印
象
的
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
こ
の
核
心 （Sache

） 

に
お
い
て
必
然
的
と
な
っ
た
カ
ー
ル
・
バ

ル
ト
と
の
対
決
の
た
だ
な
か
で
、
わ
た
し
は
こ
の
核
心
に
関
す
る
彼
の
中
心
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的
な
諸
言
明
を
、
言
葉
の
最
良
の
意
味
で
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
認
識
と
し

て
受
け
入
れ
、
自
ら
の
論
証
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
。

原
稿
を
作
る
際
に
献
身
的
な
助
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
協
力
者
た
ち
す
べ

て
の
代
表
と
し
て
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ネ
・
シ
ュ
タ
イ
デ
ン
ク
女
史
の
名
前

を
挙
げ
、
心
か
ら
感
謝
す
る
。
ゲ
オ
ル
ク
・
ズ
ィ
ー
ベ
ッ
ク
氏
は
、
原
稿
を

短
期
間
で
印
刷
に
回
す
準
備
を
し
て
く
だ
さ
り
、
感
謝
す
る
。
出
版
に
関
し

て
は
相
変
わ
ら
ずM

ohr Siebeck

社
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
ヴ
ュ
ル

テ
ン
ブ
ル
ク
州
の
福
音
主
義
教
会
連
合
と
、
福
音
主
義
領
邦
教
会
か
ら
出
版

助
成
金
が
交
付
さ
れ
、
そ
れ
は
本
書
の
価
格
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
同
僚
と
友
人
に
献
呈
し
た
い
と
思
う
。
彼
ら
の
真
理
感
覚
は
ゆ
る

ぎ
な
く
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
ベ
ル
リ
ン
風
のhum

anitas
に
属
し
て
い
る
。
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「
教
会
は
待
つ
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
秘
密
を
祝
う
」（C

arlo M
aria K

ari-

nal M
artini

）

あ
ら
ゆ
る
秘
密
の
な
か
で
最
大
の
も
の
、
そ
れ
は
、
神
な
き
者
を
義
と
す

る
過
ぎ
越
し
の
秘
密
で
あ
る
。

第
一
章
　
序

一
　
単
純
な
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語 

（G
eschichte

） 

を
す
べ
て
の
民
に
及
ぶ
大

き
な
喜
び
の
発
生
の
歴
史
と
し
て
物
語
る 

（
ル
カ
二
・
一
〇
） 《
福
音
》
は
、

そ
の
最
も
際
立
っ
た
形
式
に
お
い
て
、
単
純
で
あ
る
と
共
に
革
命
的
な
使
信

で
あ
る
。
そ
れ
は
《
十
字
架
の
言
葉
》（
I
コ
リ
一
・
一
八
） 

で
あ
り
、
こ
の

言
葉
は
、
た
っ
た
ひ
と
り
の
ひ
と
の
死
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
ひ
と
に
生
命

を
約
束
す
る
。
こ
の
言
葉
は
、
諸
福
音
書
の
な
か
で
物
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

の
要
点
に
言
及
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
を
、
人
類
と
そ
の
環

境
世
界
の
生
命
と
死
を
決
定
す
る
出
来
事
と
し
て
告
知
す
る
十
字
架
の
言
葉

の
な
か
で
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
ケ
リ
ュ
グ
マ
的
集
中
で
あ
る
。
そ
の
集
中

は
、
さ
ら
に
よ
り
ケ
リ
ュ
グ
マ
的
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
よ
り

密
度
の
濃
い
仕
方
で
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
《
神
な
き
者
﹇der　

G
ottlose

:

不
信
心
な
者
﹈
の
た
め
の
神
!　

死
に
脅
か
さ
れ
、
そ
し
て
死

に
陥
っ
た
者
の
た
め
の
生
命
!　

途
方
も
な
く
行
き
詰
ま
り
、
そ
し
て
自
ら

に
責
任
の
あ
る
不
幸
の
な
か
で
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た
人
類
の
た
め
の
救

い
!　

真
理
を
抑
圧
し
（
ロ
ー
マ
一
・
一
八
） 

、
真
理
に
関
わ
り
つ
つ
、
同

時
に
自
分
自
身
と
自
分
の
仲
間
を
、
生
存
を
脅
か
す
人
生
に
つ
い
て
の
錯
覚

へ
と
巻
き
込
む
人
間
の
た
め
の
、
解
放
す
る
真
理
!
》

使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
の
判
断
に
よ
る
と
《
古
代
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の
す
べ
て
の
価
値
評
価
の
変
更）

1
（

》
を
意
味
し
た
こ
の
凝
縮
さ
れ
た
ケ
リ
ュ
グ

マ
を
、
ロ
ー
マ
四
・
五
の
な
か
で
《
神
な
き
者
の
義
認
》
と
呼
ん
だ
。
そ
し

て
同
時
に
彼
は
、
神
な
き
者
の
義
認
に
つ
い
て
の
福
音
に
、
神
学
的
に
省
察

さ
れ
た
形
態
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
パ
ウ
ロ
的
義
認
の

教
理
﹇
義
認
論
﹈
で
あ
る
。《
教
理
》
と
い
う
表
現
は
、
次
の
よ
う
な
意
味

で
適
切
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
パ
ウ
ロ
が
彼
の
手
紙
に
お
け
る
対
応
す
る
諸
々

の
句
の
な
か
で
物
語
り
、
そ
し
て
告
知
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
説
明
し
、

そ
し
て
論
証
し
、し
た
が
っ
て
神
学
的
に
省
察
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
。

た
し
か
に
い
か
な
る
正
し
い
歴
史
物
語
も
、
い
か
な
る
正
し
い
告
知
も
、
含

意
的
神
学
的
省
察
が
な
け
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
成
り
立

た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
義
認
論
に
お
い
て
は
、
神
学
的
省
察
が
明
白
に
な

る
。
そ
れ
は
論
証
的
に
な
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
さ
ら
に
福
音
の
真
理
の

弁
証
と
し
て
論
争
的
に
語
ら
れ
る
。
そ
の
影
響
は
広
範
に
及
び
、そ
の
結
果
、

使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
ひ
と
り
の
他
の
使
徒 

│ 

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

後
の
い
わ
ゆ
る
使
徒
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
自
称
、
地
上
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
の
代
理
人
!
で
あ
る 

│ 

に
、
こ
の
人
物
が
そ
の
振
る
舞
い
に
よ
り
福

音
の
真
理
を
疑
問
に
付
し
た
と
き
、
公
然
と
面
と
向
か
っ
て
抵
抗
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。
使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
使
徒
ペ
ト
ロ
が
福
音
の
真
理
を
こ
っ
け
い

な
ほ
ど
不
合
理
な
行
為 

（praxi ad absurdum

） 

へ
と
導
く
よ
う
に
脅
か
し

た
と
き
、
諸
々
の
論
証
を
も
っ
て
彼
の
振
る
舞
い
に
立
ち
向
か
っ
た 

（
ガ
ラ

二
・
一
一-

二
一
）。
た
だ
真
理
の
ゆ
え
に
、
使
徒
は
使
徒
に
対
向
す

る 

│ 

そ
れ
は
、
福
音
主
義
の
神
学
が
誕
生
し
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

神
な
き
者
の
義
認
の
福
音
が
明
白
に
省
察
さ
れ
た
形
態
を
と
る
こ
と
が

《
で
き
た
》
こ
と
は
、
そ
の
真
理
の
可
能
性
と
関
連
し
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
が

強
調
し
て
い
る
の
は
、
も
し
も
真
理
そ
れ
自
体
が
主
張
さ
れ
う
る
べ
き
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
福
音
は
、
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
真
理
を
主
張
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
明
ら
か
に
、
神
な
き
者
の
義
認
の
福
音
は
、
神
学

的
に
省
察
さ
れ
た
形
態
を
と
る
こ
と
が
《
で
き
た
》
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

明
ら
か
に
、
そ
れ
は
ま
た
そ
う
《
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
》。
こ
れ
は

特
に
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
過
去
の
価
値
評
価
の

変
更 

│ 

こ
れ
は
、
福
音
の
真
理
要
求
が
意
味
し
、
そ
し
て
彼
が
後
か
ら

再
構
成
す
る
よ
う
に
導
い
た
も
の
で
あ
る 

│ 

に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、神
な
き
者
の
義
認
の
福
音
の
真
理
要
求
が
発
言
を
求
め
る
と
き
、

決
し
て
《
古
代
の
》
諸
価
値
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
的
価
値
が
危
険

に
曝
さ
れ
る
。
し
か
し
十
字
架
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
《
不
正
（U

nrecht

）》

の
な
か
に
あ
る
人
間
を
《
正
し
さ
（R

echt

）》
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
。
し

か
も
こ
の
人
間
は
、（
た
だ
）
こ
の
世
の
前
で
《
不
正
》
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

神
の
前
で
も
《
不
正
》
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
起
訴
さ
れ
、
そ
し
て
有
罪
と
さ

れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
際
ど
の
よ
う
な
点

で
正
し
い
の
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
論
証
が
要
求
さ
れ

る
。
義
認
論
は
、
福
音
の
真
理
要
求
に
対
応
す
る
論
証
の
試
み
で
あ
る
。

人
間
の
い
わ
ゆ
る
良
識
に
と
っ
て
、
こ
の
真
理
要
求
は
た
し
か
に
ま
っ
た
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く
自
明
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
良
識
に
と
っ
て 

│ 

使
徒
の
時
代

の
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
と
同
様
に 

│ 

ま
ず
明
ら
か
に
愚
か
な
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は 

―
― 

当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
と
同
様
に  

│ 
神
を
冒
瀆
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
つ
ま
ず
か
せ
る
も
の 

（
I
コ
リ
一
・

二
三
）
で
な
い
と
し
て
も
、
愚
か
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
愚
か
さ
は
自
ら
の

う
ち
に
深
い
、
そ
し
て
生
命
を
救
う
知
恵
を
秘
め
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
事

実
、
救
い
の
つ
ま
ず
き
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
若
干
の
努
力
が
必

要
で
あ
る
。
義
認
論
の
省
察
的
形
態
が
、
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を

理
解
し
よ
う
と
望
む
人
び
と
か
ら
、
概
念
化
の
努
力
の
よ
う
も
の
を
要
求
す

る
と
す
れ
ば
、
諸
々
の
理
解
の
困
難
さ
は
、
そ
の
事
柄
の
深
遠
さ
に
よ
っ
て

も
う
一
度
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
塾
考
の
努
力
を
自
ら
に
要
求

す
る
者
に
と
っ
て
、
神
な
き
者
の
義
認
の
福
音
は
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
そ

う
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
《
ま
っ
た
く
単
純
な
》
も
の
で
あ
る
。

二
　
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と

ま
ず
、
神
な
き
者
の
義
認
の
福
音
が
そ
の
真
理
要
求
を
掲
げ
る
と
き
、
本

来
そ
こ
で
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
は
っ
き
り
と
提
示
す
る
の
が
よ

い
で
あ
ろ
う
。

1　

ご
く
簡
潔
に
言
う
と
、問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
生
命
と
死
で
あ
る
。

よ
り
正
確
に
言
う
と
、
生
命
と
死
の
《
あ
れ
か
、
こ
れ
か
》
で
あ
る
。
そ
し

て
《
生
命
》
は
、
神
学
的
判
断
に
お
い
て
は
い
つ
も
《
共
に
生
き
る
こ
と
》

を
意
味
す
る
の
で
、
さ
ら
に
正
確
に
は
、
次
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
つ
ま

り
わ
た
し
は
、
今
、
そ
し
て
永
遠
に
、
神
と
共
に
生
き
る
権
利
を
も
っ
て
い

る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
結
局
、
誰
と
も
共
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、

し
た
が
っ
て
死
の
と
り
こ
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
死
に
お
い
て
は
、
生
命
も
、
共
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら

で
あ
る
。

2　

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
の
人
格
、
わ
た
し
自
身
、
し
た

が
っ
て
わ
た
し
の
人
格
存
在
で
あ
る
。
わ
た
し
を
、
そ
の
尊
厳
が
不
可
侵
な

も
の
で
あ
る
人
格
と
す
る
お
方
は
誰
な
の
か
?　

あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も

の
と
す
る
も
の
は
何
な
の
か
?　

わ
た
し
自
身
か
?　

社
会
か
?　

そ
れ
と

も
神
か
?

3　

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
神
で
あ
り
、
ま
た
本
当
に
神
的
な
も
の

と
は
何
な
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

ど
ん
な
種
類
の
人
間
性 

│ 

自
ら
を
神
の
似
像
と
理
解
し
て
い
る
人
間
の

人
間
性 

│ 

が
、
神
の
神
性
に
対
応
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
誰
が
、
あ
る
い
は
何
が
、
本
当
に
神
的
神
な
の
か
?　

誰
が
、

あ
る
い
は
何
が
、
本
当
に
人
間
的
人
間
な
の
か
?

4　

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
問
題
を
決
定
す
る
、

神
と
人
間
の
関
係
と
、
人
間
と
神
の
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
な
か
で
こ
の
相
互
関
係
が
出
来
事
と
な
る
歴
史
・
物
語 

（G
eschichte

） 
で
あ
る
。
さ
ら
に
正
確
に
言
う
と
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
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は
、
こ
の
歴
史
・
物
語
の
内
部
に
お
け
る
中
心
的
出
来
事
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
で
あ
る
。
こ
の
死
は
何
か
言
う
べ
き

こ
と
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
し
て
も
し
も
そ
の
死
が
何
か
言
う

べ
き
こ
と
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
も
し
も
そ
の
死
が
《
わ
れ
わ
れ
に
》

何
か
言
う
べ
き
こ
と
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
正
確
に
は
何
な
の

か
?　

そ
し
て
ど
の
よ
う
な
全
権 

（Vollm
acht

） 

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

権
威
を
も
っ
て
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
力
を
も
っ
て
、
こ
の
言
葉
は
十
字
架

に
つ
い
て
語
る
の
だ
ろ
う
か
?　

こ
の
死
の
な
か
で
終
り
、
し
か
も
お
そ
ら

く
完
成
さ
れ
る
歴
史
・
物
語
の
権
威
を
も
っ
て
、
し
た
が
っ
て
過
去
の
全
権

と
力
を
も
っ
て
?　

昔
々 

…
…
?　

あ
る
い
は
新
た
に
開
け
初
め
つ
つ
あ

る
将
来
の
力
を
も
っ
て
? 

│ 

そ
の
将
来
は
次
の
よ
う
な
強
く
十
全
な
力

を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
き
ら
れ
、
そ
し
て
死
に
至
っ
た
生
命
の
過
去

に
も
創
造
的
に
立
ち
帰
り
、
そ
の
結
果
、
こ
の
生
命
と
こ
の
死
の
真
理
と
重

要
性
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
力
で
あ
る
。
十
字
架
の
言
葉
は
弔
辞
な
の

か
?　

あ
る
い
は
、
生
命
を
、
新
し
い
生
命
を
、
死
を
克
服
す
る
生
命
を
、

解
き
放
つ
言
葉
な
の
か
?　

要
す
る
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
死
人

た
ち
か
ら
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
甦
り
（A

uferw
eckung

）
と
、
彼
の

死
と
復
活
（A

uferstehung

）
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
参
与
で
あ
る
。

5　

し
た
が
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
参
加
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
歴
史
・
物
語
に
対
す
る
関
与
（Teilnahm

e

）
で
あ
り
参
与 

（Teilhabe

）
で
あ
る
。
そ
の
参
加
（Teilgabe

）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
完
成

さ
れ
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
の
関
与
と
参
与
は
ど
の
よ
う
に
し
て
完
成
さ
れ
る

の
か
?　

も
し
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
彼
の
歴
史
・
物
語
に
《
参
加
さ

せ
る
方　
（Teilgebende

）》
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま

た
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、わ
れ
わ
れ
は
《
関
与
す
る
者
》
と
《
参
与
す
る
者
》

で
あ
る
の
か
?　

そ
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、
彼
は

《
参
加
さ
せ
る
方
》
な
の
か
?

そ
れ
を
通
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
を
彼
の
歴
史
・
物
語
に

《
参
与
さ
せ
る
》
の
は
、
十
字
架
の
言
葉
、
し
た
が
っ
て
福
音
だ
け
な
の
だ

ろ
う
か
?　

あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
に
要
求
を
課
す
る
律
法
は
、
そ
れ
に
属
す

る
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
し
て
も
し
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う

に
し
て
?　

そ
し
て
も
し
も
そ
れ
を
通
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ

れ
を
彼
の
歴
史
・
物
語
に
与
ら
せ
る （A

nteil geben

） 

の
は
、
そ
の
言
葉
だ

け
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
諸
々
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
に
し

て
そ
れ
に
属
す
る
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
れ
ら
は
、
そ
の
言
葉
を
通
し
て
の
み

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
・
物
語
に
参
加
す
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
確
認
す

る
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
れ
と
も
諸
々
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は
こ
の
言
葉
と
競
合

す
る
の
だ
ろ
う
か
?

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
《
関
与
》
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
れ

は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
通
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
・
物
語
に
与

る
信
仰
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
?　

あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
成
功
す
る
生
き
方
に
基
づ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
き
業
に
基
づ
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い
て
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
行
な
い
、
引
き
起
こ
す
こ
と
を
通
し

て
、
そ
れ
に
参
与
す
る
の
だ
ろ
う
か
?

そ
し
て
信
仰
の
出
来
事
へ
の
現
実
的
関
与
を
越
え
て
、
こ
の
歴
史
・
物
語

へ
の
継
続
的
参
与
も
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
し
て
も
し
も
存
在
す
る

と
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
態
で
?　

教
会
の
形
態
で
?　

し
か
し
そ

も
そ
も
教
会
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
?　

教
会
は
、
義
と
さ
れ
た
罪
人
た
ち

の
共
同
体
と
異
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
そ
れ
以
上

の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
?

6　

し
か
し
特
に
、
そ
し
て
全
体
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
正
義

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
の
義
と
、
わ
れ
わ
れ
の
義
で
あ
る
。
義
な
る
神
は
わ

れ
わ
れ
の
不
義
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
し
て
こ
れ
と
並

行
し
て
、
も
し
も
両
者
が
同
一
で
な
い
と
す
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
神
の
恵
み 

（G
nade

） 

と
わ
れ
わ
れ
の
罪
責 

（Schuld
） 
で
あ
る
。
神
の
恵

み
は
、
神
の
義
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?　

神
の
恩
恵 

（H
uld

） 

は
、
わ
れ
わ
れ
の
罪
責
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
?7　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
も
常
に
同
時
に
わ
た
し
の
人
格
存
在

が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
の
良
心
は
、
義
認
の
出
来
事
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
す
の
で
あ
ろ
う
か
?　

そ
れ
は
決
定
に
加
わ
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
も
し
も
共
に
決
定
に
加
わ
る
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
が
自
分

自
身
と
矛
盾
の
う
ち
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
と
も

自
分
自
身
と
共
に
平
和
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
そ

の
な
か
で
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
決
定
が
下
さ
れ
る
こ
の
奇
妙
な
人
格
的
決
定

機
関
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
決
定
に
加
わ
る
の
だ
ろ
う
か
?　

良
心
は
沈
黙

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?　

そ
し
て
も
し
も
で
き
る
と
す
れ
ば
、

ど
の
よ
う
に
し
て
?　

良
心
に
よ
っ
て
責
め
ら
れ
、
そ
し
て
有
罪
と
さ
れ
る

人
間
は
、
義
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
?

三
　
義
認 

│ 

日
常
的
用
語
法

義
認
（R

echtfertigung

）
と
い
う
神
学
的
概
念
は
た
し
か
に
不
可
解
な

も
の
で
は
な
い
が
、
今
日
の
人
間
に
は
理
解
に
苦
し
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の

む
ず
か
し
さ
は
か
な
り
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
常
生
活
に

目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
あ
る
種
の
方
向
づ
け
が
え
ら
れ
る
。

何
も
の
か
を
正
当
化
す
る （rechtfertigen

） 

こ
と
、
自
ら
を
正
当
化
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
正
当
と
さ
れ
る
こ
と 

│ 

こ
れ
ら
は
、
こ
の
世

の
生
活
の
出
来
事
に
お
い
て
基
本
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
日
ご
と
に

起
こ
る
。
そ
れ
ら
は
、
た
し
か
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
的
秘
密
と
直
接

関
係
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
、
罪
人
の
義
認
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
の
前

理
解
を
伝
え
て
く
れ
る
。

あ
る
も
の
が
自
明
で
な
い
と
き
に
、
通
例
、
ひ
と
は
《
そ
れ
を
正
当
化
》

し
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
ひ
と
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
、
そ
の
行
為
が
納
得
で

き
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
腹
立
た
し
い
も
の
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
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を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
特
に
ひ
と
は
彼
の
逸
脱
行
為
を
正
当
化
す
る
。

そ
れ
は
、
ひ
と
が
、
自
分
の
逸
脱
行
為
を
ま
さ
に
自
ら
弁
解
し
な
く
て
も
済

む
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
行
為
を
何
か
必
然
的
な
ふ
る
ま
い
と
し
て
、

責
任
の
な
い
も
の
と
す
る 

（ent
-schuldigt

） 

行
為
で
あ
る
。
ひ
と
は
、
自

分
の
ふ
る
ま
い
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
、そ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、

む
し
ろ
自
分
に
無
罪
判
決
を
下
す
。

し
か
も
ひ
と
は
、
し
ば
し
ば
自
分
自
身
の
《
現
存
在
》
を
正
当
化
す
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
、
今
こ
こ
に
い
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
目
下
の
と
こ
ろ
、
場

違
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
い
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
。
自
分
自
身
の
現
存

在
の
正
当
化
は
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
特
別
な
状
況
を
越
え

て
、
は
る
か
に
本
質
的
な
仕
方
で
次
の
よ
う
な
単
な
る
事
実
に
関
連
づ
け
ら

れ
う
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
わ
た
し
は
存
在
し
、
む
し
ろ
存
在
し

な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
わ
た
し
は
も
は
や

何
も
の
か
を
、
あ
る
い
は
諸
々
の
ま
っ
た
く
一
定
の
状
況
に
あ
る
わ
た
し
の

そ
の
都
度
の
実
存
を
正
当
化
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
合
、《
わ
た
し
》

は
最
も
根
源
的
な
意
味
で
《
わ
た
し
自
身
を
正
当
化
す
る
》。
し
か
し
自
分

の
生
命
、
自
分
の
現
存
在
一
般
、
し
た
が
っ
て
《
自
分
自
身
を
正
当
化
す
る
》

ひ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
生
命
が
、
あ
る
意
味
を
も
つ
こ
と
を
主

張
す
る
。
彼
は
、
彼
の
現
存
在
を
も
っ
て
、
彼
の
現
存
在
の
意
味
を
正
当
化

す
る
。
意
味
を
欠
く
現
存
在
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。《
外
見
上
》
意
味
を
欠

く
現
存
在
の
み
が 

│ 

す
な
わ
ち
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
意
味
の
あ
る
も

の
と
し
て 

│ 

正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
《
誰
の
前
で
》
?

諸
々
の
正
当
化
は
、
い
つ
も
《
あ
る
決
定
機
関 

（
権
威
） 

の
前
で
》
遂
行

さ
れ
る
。
わ
た
し
は
他
の
人
び
と
の
前
で
、
あ
る
人
間
的
制
度 

（
例
え
ば
裁

判
） 

の
前
で
、
あ
る
い
は
わ
た
し
自
身
の
前
で
、
わ
た
し
自
身
を
正
当
化
す

る
。
こ
れ
は
《
こ
の
世
の
》
生
活
上
の
出
来
事
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
し
て
わ

た
し
は
《
世
界
の
前
で
》
正
当
化
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
出
来
事
か
ら
引
き
離

さ
れ
ず
に
、
し
か
し
そ
れ
ら
を
越
え
つ
つ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
相
対
化
し
つ

つ
、
人
間
の
正
当
化
は
《
神
の
前
で
》
遂
行
さ
れ
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
場

合
に
、
正
当
化
の
出
来
事
は
、
わ
た
し
を
《
法
廷
に
》
召
喚
す
る
出
来
事
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
常
に
あ
る
法
廷
の
前
に
、
そ
し
て
時
折
、
同
時
に
種
々

の
も
の
の
前
に
、
実
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
は
両
親
の
前
に
（
そ
し

て
そ
の
逆
も
!
）、
友
は
友
の
前
に
、
労
働
者
は
同
僚
た
ち
の
前
に
、
あ
る

い
は
長
の
前
に
、
病
人
は
医
師
の
前
に
、
大
臣
は
議
会
の
前
に
、
容
疑
者
は

刑
事
警
察
部
の
前
に
、
被
告
人
は
法
廷
の
前
に
、
等
々
、
実
存
す
る
。
正
当

化
の
出
来
事
に
お
い
て
、
こ
の
《
…
…
の
前
の
実
存
》
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
こ
に
お
い
て
わ
た
し
は
わ
た
し
を
、
誰
か
の
前
に
現
れ
る
よ
う
に 

（vor 

jem
andem

 zu erscheinen

） 

指
示
さ
れ
て
い
る
、
ひ
と
り
の
わ
た
し
と
し

て
経
験
す
る
。
そ
の
際
、
わ
た
し
は
、
わ
た
し
自
身
の
前
に
現
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
こ
の
こ
と
が
起
こ
る
な
ら
ば
、
し

た
が
っ
て
わ
た
し
が
わ
た
し
を
《
わ
た
し
自
身
の
前
で
》
正
当
化
す
る
な
ら

ば
、
わ
た
し
が
召
喚
さ
れ
る
そ
の
法
廷
は
わ
た
し
の
《
良
心
》
で
あ
る
。
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自
分
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
《
欲
す
る
》
こ
と
と
、
自
分
を
正
当
化
《
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
、
自

分
を
、
彼
の
行
為
を
、
彼
の
振
る
舞
い
を
、
彼
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
、
そ

し
て
さ
ら
な
る
将
来
の
生
活
に
対
す
る
彼
の
要
求
を
正
当
化
《
し
よ
う
と
す

る
》
こ
と
は
、
彼
が
《
承
認
》
を
求
め
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
人

間
に
と
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
人
格
存
在

は
こ
の
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
、
人
格
と
し
て
彼
自
身

の
承
認
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
正
当
化
へ
の
意
志
は
、
承

認
に
対
す
る
人
間
の
こ
の
根
本
的
欲
求
か
ら
生
ず
る
。

人
間
が
自
ら
を
正
当
化
《
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う
こ
と
、
人
間

が
、
自
ら
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
《
強
い
ら
れ
》
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
人

間
の
よ
り
広
範
な
根
本
規
定
を
指
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
《
弁
明

し 

（sich verantw
orten

:

自
ら
の
責
任
を
負
う
）》
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
い
か
な
る
人
間
も
自
分
自
身
の
た
め
に
の
み
そ
こ
に
い
る

わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
、
常
に 

│ 

た
と
え
自
分
自
身
と

関
わ
る
と
し
て
も 

│ 

他
者
と
の
諸
関
連
の
な
か
に
実
存
す
る
。
あ
ら
ゆ

る
点
で
豊
か
な
関
係
に
生
き
る
生
物
と
し
て
、
人
間
は
、
他
者
《
に
対
す
る

応
答
・
責
任
の
う
ち
に
》
実
存
す
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、人
間
は《
責
任
を
問
わ
れ
る
》。
そ
の
と
き
人
間
は
弁
明 （sich 

rechtfertigen

）《
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》。

弁
明
《
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
者
は
、
た
し
か
に
《
不
正
の
な
か
に
》

い
る
よ
う
に
み
え
る
。
原
理
的
に
責
任
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
人
間
は
、
通

例
、
た
し
か
に
、
彼
が
何
か
に
借
り
が
あ
る （schuldig

） 

と
き
に
の
み
、
あ

る
い
は
そ
の
よ
う
に
み
え
る
と
き
に
の
み
、
し
た
が
っ
て
彼
が
《
責
任
を
負

わ
さ
れ
（beschuldigt

）、起
訴
さ
れ
る
》
と
き
に
の
み
、責
任
を
問
わ
れ
る
。

も
し
も
彼
が
弁
明
で
き
る
な
ら
ば
、
彼
は
正
し
い
と
さ
れ
る
。
も
し
も
そ
れ

が
で
き
な
け
れ
ば
、
彼
は
有
罪 （schuldig

） 

と
み
な
さ
れ
る
。
も
し
も
彼
が

弁
明
で
き
る
な
ら
ば
、
彼
は
正
し
い
と
宣
告
さ
れ
、
そ
し
て
無
罪
と
さ
れ
る
。

も
し
も
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
彼
は
有
罪 （verurteilt

） 

と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
人
間
は
、
自
分
が
正
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
自
身

を
弁
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
こ
れ
は
、法
廷
に
お
い
て
、

グ
ロ
テ
ス
ク
な
誤
っ
た
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
通
じ
て
お
り
、
恐
怖
政
治

の
司
法
機
関
に
つ
い
て
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。
そ
の
後
の
諸
々
の
出
来

事
と
よ
り
よ
い
洞
察
、あ
る
い
は
単
純
に
よ
り
公
正
な
司
法
機
関
に
よ
っ
て
、

容
疑
者
と
有
罪
と
さ
れ
た
者
も
完
全
に
正
し
い
者
と
さ
れ
う
る
。
た
だ
し
も

ち
ろ
ん
そ
こ
で
は
、
彼
自
身
が
、
自
分
の
弁
明
の
た
め
に
な
お
貢
献
で
き
る

こ
と
が
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
彼

は
、
自
分
の
力
に
よ
ら
ず
に
《
そ
の
正
当
性
が
弁
明
さ
れ
る
》。
し
か
し
彼

は
正
し
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
弁
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ひ
と
は
、《
不
正
の
な
か
に
》
あ
る
者
を
も
弁
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
?　

ひ
と
は
、
正
義
を
倒
錯
さ
せ
ず
に
、
有
罪
の
者
を
無
罪
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?
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罪
人
の
義
認
の
福
音
は
、神
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
行
っ
た
と
主
張
す
る
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
に
あ
る
の
は
、次
の
よ
う
な
法
外
な
主
張
で
あ
る
。

正
義
に
関
し
て
容
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
る
者
、
つ
ま
り
神
の
前
に
ま
っ
た
く

不
正
で
あ
る
者
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ゆ
え
に
《
罪
人
》
あ
る
い
は
《
神
な
き

者
》
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
人
間
が
、
神
に
よ
っ
て
《
義
と
さ
れ
る
》、
し

た
が
っ
て
神
の
も
と
に
お
い
て
承
認
を
み
い
だ
す
。
し
か
し
《
神
の
も
と
に

お
い
て
》
承
認
を
み
い
だ
す
者
は
、《
取
り
消
せ
な
い
仕
方
で
》、《
決
定
的
に
》

承
認
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
言
葉
の
完
全
な
意
味
で
《
生
き
》、
そ
し
て
他

者
と
共
に
《
共
生
す
る
》
権
利
を
も
っ
て
い
る
。

四
　《
こ
の
条
項
が
な
け
れ
ば
、
世
界
は
死
と
闇
に
す
ぎ
な
い
》

《
こ
の
条
項
が
な
け
れ
ば
、世
界
は
死
と
闇
に
す
ぎ
な
い）

2
（

》 
。
わ
れ
わ
れ
は
、

ル
タ
ー
が
、
義
認
条
項
に
関
す
る
こ
の
誇
張
的
と
思
わ
れ
る
言
明
を
も
っ
て

あ
え
て
主
張
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
カ
イ
ン
に
よ
る
兄
弟
の
殺
害
の
物
語

に
お
い
て
具
体
的
に
説
明
し
て
み
た
い
。
こ
の
物
語
は
、
新
約
聖
書
の
福
音

の
視
点
か
ら
み
る
と
、
聖
書
に
出
て
く
る
最
初
の
義
認
の
物
語
と
し
て
読
む

こ
と
が
で
き
る
。

1　

カ
イ
ン
の
記
憶

こ
の
世
は
死
に
満
ち
、
死
の
印
と
し
て
死
に
先
行
す
る
、
あ
る
い
は
死
に

従
う
あ
ら
ゆ
る
考
え
う
る
か
ぎ
り
の
闇
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で

同
様
の
諸
経
験
を
ほ
と
ん
ど
免
れ
て
き
た
ひ
と
で
さ
え
、
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
諸
経
験
を
完
全
に
免
れ
た
ま
ま
で
い
ら
れ

る
ひ
と
は
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
創
世
記
四
・
五
に
記
さ
れ
て
い
る
カ
イ

ン
の
顔
の
よ
う
に
、
人
間
の
顔
が
曇
っ
て
し
ま
う
と
い
う
経
験
を
す
る
こ
と

が
な
か
っ
た
ひ
と
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
人
間
の
顔
だ
け
で
な
く
、

時
代
全
体
が
曇
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。例
え
ば
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー

バ
ー
は
、「
神
の
闇）

3
（

」
と
い
う
標
語
を
用
い
て
、
印
象
的
な
仕
方
で
わ
れ
わ

れ
の
時
代
を
描
き
だ
そ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
今
日
、
誰
も
が
、
こ
の
世
は
死

と
闇
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
日
々
感
じ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
こ
の

こ
と
を
、
先
行
す
る
ど
の
世
代
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
諸
々
の
メ
デ
ィ

ア
を
通
じ
て
、
日
々
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
状
況
に
接
し
て
い
る
。
死
と
闇
の

範
囲
は
か
ぎ
り
な
く
拡
大
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
ひ
と
は
、
世
界
は
《
完
全
に
》
死
と
闇
で
あ
る
と
は
言
お
う
と

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
希
望
の
光
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
な
お
生

き
て
い
る
!　

神
な
き
者
の
義
認
の
条
項
が
な
け
れ
ば
、
世
界
は
死
と
闇
に

《
す
ぎ
な
い
》
と
い
う
ル
タ
ー
の
主
張
は
、
不
適
切
な
誇
張
つ
ま
り
神
学
的

誇
張
表
現
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
経
験
の
表
現
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
死
亡
統
計
と
、（
人
間
精
神
の
、
世
界
精
神
の
、
理
性
の
光
の
、
そ
し

て
要
約
す
る
と
） 

生
命
の
灯
火
の
、
諸
々
の
主
観
的
か
つ
客
観
的
蝕
の
分
析

に
よ
っ
て
も
な
お
償
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
経
験
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

れ
ら
二
つ
の
う
ち
の
後
者
を
採
用
す
る
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
考
え
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ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
聖
句
の
考
察
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
は

ず
で
あ
る
。

多
く
の
宗
教
の
神
話
は
、
世
界
全
体
を
完
全
に
危
険
に
さ
ら
す
闇
と
、
そ

れ
に
対
応
す
る
全
体
的
な
死
の
脅
威
を
記
憶
し
て
い
る
。
聖
書
は
、
ノ
ア
の

大
洪
水
の
物
語
と
共
に
こ
の
宇
宙
的
脅
威
を
記
憶
し
て
い
る
。
し
か
し
創
造

物
語
は
、
さ
ら
に
起
源
に
遡
っ
て
、
こ
の
脅
威
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
「
初
め
に
、
神
は
天
地
を
創
造
さ
れ
た
。
地
は
混
沌
で
あ
っ
て
、

闇
が
深
淵
の
面
に
あ
り
、
神
の
霊
が
水
の
面
を
動
い
て
い
た
」。
そ
し
て
ま

ず
「
神
は
言
わ
れ
た
。『
光
あ
れ
。』
こ
う
し
て
、
光
が
あ
っ
た
」（
創
一
・
一

- 

三
）。
こ
れ
は
、
聖
書
に
記
さ
れ
た
、
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
の
根
源
的
脅

威
の
記
憶
で
あ
る
。
他
の
起
源
伝
説
に
も
こ
の
類
例
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
読

者
に
、
常
に
存
在
す
る
も
の
は
か
の
闇
か
ら
や
っ
て
く
る
こ
と
、
そ
し
て
こ

の
起
源
に
脅
か
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
。
し
か
し
創
造
物
語

は
、
光
と
闇
の
決
定
的
区
別
と
対
置
は
た
だ
神
の
業
で
あ
る
こ
と
も
記
憶
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
神
は
光
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ
た
。
神
は
光
と
闇
を

分
け
た
」（
創
一
・
四
）。
明
ら
か
に
、
光
を
闇
か
ら
決
定
的
に
区
別
す
る
こ

と
は
《
人
間
に
》
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
人
間
の
う
ち
に
は
、
い
つ

も
闇
が
再
び
立
ち
昇
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
闇
は
人
間
を
支
配

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

兄
弟
を
殺
害
し
た
カ
イ
ン
と
い
う
人
物
は
こ
の
範
例
で
あ
る
。
彼
に
お
い

て
わ
れ
わ
れ
は
、
義
認
な
き
生
と
は
何
か
、
そ
し
て
意
味
の
な
く
な
っ
た
生

に
と
っ
て
義
認
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
を
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
。
ル

タ
ー
が
、
カ
イ
ン
の
《
顔
は
曇
っ
た）

4
（

》
と
訳
す
と
き
、
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ

は
、
地
を
覆
っ
た
原
初
の
闇
を
、
最
初
の
創
造
の
暗
闇 

（tenebrae

） 

を
思

い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
闇
は
、
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
被
造
物
の

な
か
に
新
た
に
侵
入
し
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
闇
と
共
に
、
農
夫
で
あ
る
カ

イ
ン
の
生
の
な
か
に
突
然
カ
オ
ス
が
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
殺
人
で
あ
り
、

殺
害
で
あ
る
。「
カ
イ
ン
は
弟
ア
ベ
ル
を
襲
っ
て
殺
し
た
」（
創
四
・
八
）。
し

か
し
地
は
「
口
を
開
け
て
」
弟
の
「
血
を
飲
み
込
ん
だ
」（
創
四
・
一
一
）。

そ
の
結
果
、
カ
イ
ン
は
呪
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
も
彼
自
身
の
判
断

に
よ
る
と
、
彼
の
罪
は
、
許
さ
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
大
き
す
ぎ
た
（
創
四
・

一
一-

一
三
）。
ま
さ
に
こ
れ
が
《
義
認
を
欠
く
生
》
で
あ
る
。《
す
な
わ
ち

カ
オ
ス
へ
の
逆
戻
り
》
で
あ
る
。
カ
イ
ン
の
目
か
ら
み
る
と
、
事
実
、
世
界

は
今
や
ま
っ
た
く
の
死
で
あ
り
、
闇
で
あ
る
。「
わ
た
し
が
御
顔
か
ら
隠
さ

れ
て
、
地
上
を
さ
ま
よ
い
、
さ
す
ら
う
者
と
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
わ
た
し
に

出
会
う
者
は
だ
れ
で
あ
れ
、
わ
た
し
を
殺
す
で
し
ょ
う
」（
創
四
・
一
四
）。

こ
こ
で
世
界
は
、
そ
の
生
と
そ
の
明
る
い
面
と
共
に
、
完
全
に
死
の
影
の
な

か
に
入
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
ア
ベ
ル
に
対
す
る
殺
害
行
為
が
こ
の
世
に

も
た
ら
し
た
死
の
影
で
あ
り
、
今
や
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
殺
人
者
の
も
と
に

近
づ
い
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
死
の
影
で
あ
る
。「
わ
た
し
に
出
会
う
者

は
だ
れ
で
あ
れ
、
わ
た
し
を
殺
す
で
し
ょ
う
」。
今
や
、
カ
イ
ン
に
と
っ
て

世
界
は
死
と
闇
に
す
ぎ
な
い
。
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カ
イ
ン
は
す
べ
て
の
ひ
と
の
可
能
性
で
あ
る
。
そ
し
て
殺
人
者
に
な
ろ
う

と
思
わ
な
い
者
も 

│ 

あ
る
い
は
殺
人
者
に
な
る
必
要
の
な
い
者

も
! 
│ 
、 
犠
牲
者
と
な
り
う
る
。
ア
ベ
ル
は
何
の
悪
も
行
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
彼
は
殺
害
さ
れ
た
。
彼
は
彼
自
身
の
兄
弟
に
打
ち
殺
さ
れ
た
。
そ
れ

は
、
彼
の
兄
弟
が
、
彼
と
同
じ
よ
う
に
（
神
に
よ
っ
て
）
認
め
ら
れ
て
い
な

い
と
知
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
カ
イ
ン

は
悪
を
行
っ
た
。
彼
は
殺
人
を
犯
し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
今
度
は
、
彼
が

殺
害
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
彼
自
身
の
判
断
に
よ
る
と
、
彼
の
人
生

は
無
意
味
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
殺
人
者
カ
イ
ン
の
人
生
の
意
味
は
、

も
は
や
彼
自
身
の
人
生
の
う
ち
に
は
存
在
し
え
な
い
。そ
し
て
こ
の
人
生
が
、

「
原
状
回
復
」
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
殺
さ
れ
た
生
命
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
殺
人
が

「
補
償
さ
れ
、
回
復
さ
れ
る
」
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
生
と
そ

の
諸
々
の
行
為
の
帰
結
お
よ
び
論
理
に
よ
る
と
、
こ
の
不
正
な
行
為
は
、
事

実
、
そ
れ
が
許
さ
れ
う
る
に
は
あ
ま
り
に
大
き
す
ぎ
る
。
こ
の
よ
う
な
殺
人

者
と
し
て
の
生
の
帰
結
は
、
死
で
あ
り
う
る
の
み
で
あ
る 

│ 

そ
し
て
こ

の
死
は
、例
え
ば
悔
い
改
め
と
し
て
、そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
の
生
に
《
意

味
》
を
与
え
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
死
は
、

再
び
、殺
人
者
に
ふ
さ
わ
し
い
故
殺 （Totschlag

） 

と
み
な
さ
れ
る
。つ
ま
り
、

こ
の
よ
う
な
生
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
《
無
意
味
で
あ
り
、
背
理
で
あ
る
》

こ
と
の
表
現
と
み
な
さ
れ
る
。
た
し
か
に
今
日
も
、
死
刑
を
擁
護
す
る
、
あ

る
い
は
そ
の
再
導
入
を
要
求
す
る
あ
の
人
び
と
や
国
家
は
、
ど
っ
ち
み
ち
、

同
様
に
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
神
は
カ
イ
ン
に「
否
」（
創
四
・
一
五
） 

と
言
っ
た
。
こ
の
神
の
否
は
、

聖
書
の
配
列
の
な
か
で
最
初
に
出
て
く
る
義
認
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

神
な
き
者
の
義
認
を
論
じ
て
い
る
最
初
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
最
初
の
義
認

の
言
葉 

（verbum
 iustificationis

） 

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
死
と
闇
に
満
ち
た

こ
の
世
界
に
お
い
て
罪
人
を
義
と
す
る
神
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
何
を
意

味
す
る
の
か
を
、
印
象
深
く
語
っ
て
い
る
。

殺
人
者
の
生
に
対
抗
す
る
彼
岸
的
決
定
機
関
の
み
が
、
こ
の
生
を
義
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
の
み
が
彼
に
彼
の
真
理
を
返
す
こ
と
が
で
き
、
そ

の
結
果
、
そ
れ
は
、《
生
と
し
て
》（
そ
し
て
死
か
ら
の
逃
亡
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
ま
さ
に
死
に
向
か
っ
て
） 

さ
ら
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
。「
主
は
カ

イ
ン
に
出
会
う
者
が
だ
れ
も
彼
を
撃
つ
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
カ
イ
ン
に
し

る
し
を
付
け
ら
れ
た
」（
創
四
・
一
五
）。
こ
れ
が
義
認
の
最
初
の
印
で
あ
る
、

し
か
も
効
力
の
あ
る
恵
み
の
印 

（signum
 efficax gratiae

） 

で
あ
る
。
す
な

わ
ち
カ
イ
ン
は
打
ち
殺
さ
れ
ず
、
彼
の
人
生
は
続
い
て
行
く
。
し
か
し
ど
の

よ
う
に
!　
「
カ
イ
ン
は
妻
を
知
っ
た
。
彼
女
は
身
ご
も
っ
て
エ
ノ
ク
を
産

ん
だ
」（
創
四
・
一
七
）。
カ
イ
ン
の
人
生
は
、
神
の
印
を
通
し
て
《
将
来
》

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
再
び
《
意
味
》
を

獲
得
し
た
。
そ
し
て
彼
は
「
町
を
建
て
」、
し
か
も
「
そ
の
町
を
息
子
の
名

前
に
ち
な
ん
で
エ
ク
ノ
と
名
付
け
た
」（
創
四
・
一
七
）。
兄
弟
を
殺
し
た
カ
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イ
ン
の
義
認
を
さ
ら
に
際
立
つ
仕
方
で
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は

彼
の
最
も
身
近
な
者
を
打
ち
殺
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼

を
み
つ
け
だ
し
た
者
に
打
ち
殺
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
よ
り
に
も
よ
っ
て
、
こ
の
反
社
会
的
人
間
が
、
町
を
建
て
る
者
、
ポ
リ

ス
の
建
立
者
と
な
っ
て
い
る
。
今
や
こ
の
人
間
は
、
他
者
の
同
胞
と
な
ら
ず

に
生
き
る
こ
と
は
な
く
、「
町
」
に
お
い
て
、
ポ
リ
ス
に
お
い
て
、
社
会
的

存
在
と
な
る
。
兄
弟
の
殺
害
者
、《
反
社
会
的
存
在
》
が
、
定
義
上
、
人
間

は
そ
こ
に
お
い
て
《
社
会
的
な
生
き
者
》
で
あ
る
ポ
リ
ス
、
し
た
が
っ
て
あ

の
共
同
体
の
建
立
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
人
生
が
完
全
に
《
義
と

さ
れ
》
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
反
社
会
的
な
者
が
義
と
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
彼
は
以
前
よ
り
も
大
い
な
る
者
と
な
る
、
つ
ま
り
政
治
的
な
生
き
物 

（
ゾ
ー
オ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
） 

と
な
る
。

2　

十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

わ
れ
わ
れ
は
、
旧
約
聖
書
か
ら
新
約
聖
書
へ
と
向
か
い
、
義
認
条
項
が
な

け
れ
ば
、
こ
の
世
は
死
と
闇
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
ル
タ
ー
の
主
張
を
、
こ
の

点
で
ま
っ
た
く
決
定
的
な
人
物
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
格
に
お
い

て
解
明
し
て
み
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
義
認
条
項
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
世
は
死

と
闇
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
発
言
は
、
そ
の
主
張
の
激
烈
な
力
を
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
生
と
死
、死
と
復
活
の
解
釈
か
ら
受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
判
断
に
よ
る
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
い
な
け
れ
ば
、

事
実
、
こ
の
世
界
は
死
と
闇
に
す
ぎ
な
い
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
に
関
す
る
新
約
聖
書
の
諸
々
の
物
語
は
、
こ
の

点
で
多
く
の
関
連
す
る
言
語
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
さ
い
特
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
福
音
書
記
者
た
ち （
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
除
く
!
） 

が
、

イ
エ
ス
の
死
に
直
接
先
行
す
る
闇
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
昼
の
十
二
時
か
ら
三
時
ま
で
、
そ
の
闇
は
地
上
全
体
を
覆
っ
た
。「
昼

の
十
二
時
に
な
る
と
、
全
地
は
暗
く
な
り
、
そ
れ
が
三
時
ま
で
続
い
た
」（
マ

ル
コ
一
五
・
三
三
、
マ
タ
イ
二
七
・
四
五
、
ル
カ
二
三
・
四
四
）。
し
か
も
ル
カ

は
さ
ら
に
「
太
陽
は
光
を
失
っ
て
い
た
」（
ル
カ
二
三
・
四
五
） 

と
強
い
調
子

で
表
現
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
イ
エ
ス
の
死
の
時
は
終
末
論
的
な
時
で
あ

る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
原
初
の
創
造
の
闇
が
再
び
現
れ 

│  

そ
の
現
場
、
つ
ま
り
エ
ル
サ
レ
ム
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
注
目
す
べ
き
こ
と

に
「
全
地
」
に
再
び
近
づ
い
て
き
た
。
原
初
に
地
を
覆
っ
て
い
た
闇
が
、
再

び
そ
こ
に
出
現
し
て
い
る
。
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
個
人
の
死
刑
執
行
と
い
う
歴

史
的
出
来
事
が
、全
世
界
を
暗
闇
に
す
る
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
も
し
も
イ
エ
ス
の
死
に
属
す
る
闇
に
つ
い
て
の
共
観
福
音
書
の

物
語
を
、
一
般
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
預
言
者
の
預
言
の
成
就
の
物

語
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
核
心
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
で
あ

ろ
う
。ア
モ
ス
八
・
九-

一
四
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。「
そ
の
日
が
来
る
と
、

主
な
る
神
は
言
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
真
昼
に
太
陽
を
沈
ま
せ
、
白
昼
に
大
地

を
闇
と
す
る
。
わ
た
し
は
お
前
た
ち
の
祭
り
を
悲
し
み
に
、
喜
び
の
歌
を
こ

と
ご
と
く
嘆
き
の
歌
に
変
え
、
ど
の
腰
に
も
粗
布
を
ま
と
わ
せ
、
ど
の
頭
の
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髪
の
毛
も
そ
り
お
と
さ
せ
、
独
り
子
を
亡
く
し
た
よ
う
な
悲
し
み
を
与
え
、

そ
の
最
期
を
苦
悩
の
満
ち
た
日
と
す
る
。
…
…
そ
の
日
に
は
、
美
し
い
お
と

め
も
、
力
強
い
若
者
も
、
渇
き
の
た
め
に
気
を
失
う
。
…
…
彼
ら
は
倒
れ
て

再
び
立
ち
上
が
る
こ
と
は
な
い
」。
イ
エ
ス
の
死
を
導
き
入
れ
る
全
世
界
的
・

普
遍
的
闇
が
、
諸
福
音
書
が
理
解
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
ア
モ
ス
八
・
九-

一
四
に
預
言
さ
れ
た
諸
々
の
終
末
論
的
な
出
来
事
の
成
就
と
考
え
ら
れ
る
と

す
れ
ば
、
福
音
書
記
者
た
ち
の
理
解
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
の
《
死
》
は
た
し

か
に
全
地
に
死
以
外
の
何
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
イ
エ
ス
の《
死
》

は
こ
の
黙
示
文
学
的
闇
を
終
ら
せ
る
。
こ
の
関
連
で
、
古
代
の
作
品
が
「
偉

大
な
人
び
と
」
の
死
の
後
に
《
続
く
》
闇
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
を
心
得

て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
他
方
、
諸
福
音
書
に
よ
る
と
、
普
遍
的
闇
は

イ
エ
ス
の
死
に
直
接
《
先
行
し
て
い
る
》。
彼
の
《
死
》
に
は
、
原
初
の
カ

オ
ス
の
闇
が
再
び
、
い
わ
ば
最
も
集
中
し
た
形
態
で
出
現
し
て
い
る
。
し
か

し
彼
の
《
死
》
は
闇
に
《
打
ち
勝
っ
て
い
る
》。

し
た
が
っ
て
諸
福
音
書
に
お
い
て
イ
エ
ス
の
死
は
、
す
で
に
完
全
に
彼
の

復
活
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
十
字
架
は
、
闇
に
対
す
る
勝
利
と

し
て
、
死
の
死
と
し
て
、
つ
ま
り
《m

ors m
ortis

》
と
し
て
世
界
の
義
認

で
あ
る
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
で
あ
り
、
教
義
と
敬
虔
が
た

し
か
に
理
解
し
た
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
《
こ
の
》
人
物
が
い
な
け
れ
ば
、

十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
い
な
け
れ
ば
、
世
界
は
死
と

闇
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
が
い
な
け
れ
ば
、
カ
オ
ス
と
死
が
勝

ち
誇
る
で
あ
ろ
う
。
復
活
の
賛
美
歌
は
こ
れ
を
最
も
鋭
く
表
現
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
も
し
も
彼
が
復
活
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
世
は
滅
び
た
で
あ

ろ
う）

5
（

」。
こ
れ
は
、
そ
の
深
み
を
ほ
と
ん
ど
測
り
え
な
い
言
葉
で
あ
る
!　

こ
の
言
葉
を
理
解
し
た
者
は
、
義
認
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
　
義
認
条
項
の
神
学
的
機
能

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る

信
仰
告
白
で
あ
る
。
し
か
し
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
告
白
は
、

他
方
で
も
う
一
度
、
ひ
と
つ
の
中
心
つ
ま
り
生
け
る
中
核
を
も
つ
。
そ
れ
に

よ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
告
白
は
、
わ
た
し
自
身
の
存
在

に
無
制
約
的
に
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
こ
の
中
心
の

な
か
の
中
心
は
、
神
な
き
者
の
義
認
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
わ

た
し
た
ち
の
罪
た
め
に
死
に
渡
さ
れ
、
わ
た
し
た
ち
が
義
と
さ
れ
る
た
め
に

復
活
さ
せ
ら
れ
た
」（
ロ
ー
マ
四
・
二
五
） 

方
に
よ
る
、
神
な
き
者
の
義
認
で

あ
る
。

一
　
宗
教
改
革
に
お
け
る
高
い
評
価

神
な
き
者
の
義
認
へ
の
信
仰
の
な
か
で
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る

信
仰
告
白
は
、
人
間
の
存
在
を
照
ら
し
だ
す
彼
の
真
理
と
な
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
人
間
の
自
己
理
解
と
彼
の
全
存
在
を
ひ
と
つ
の
基
本
的
危
機
へ
と
、
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つ
ま
り
生
と
死
を
決
定
す
る
危
機
へ
と
導
く
非
常
に
批
判
的
な
真
理
で
あ

る
。
そ
の
非
常
に
批
判
的
な
こ
の
性
格
の
ゆ
え
に
、
神
な
き
者
の
義
認
の
福

音
の
真
理
は
初
め
か
ら
不
快
感
を
与
え
る
。
そ
し
て
こ
の
真
理
は
今
日
ま
で

そ
の
よ
う
に
働
き
続
け
て
い
る
。こ
の
不
快
感
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
重
大
性
を
軽
視
し
、
聖
書
の
喜
び
の
使
信
の
喜
び
を
些
細
な
も
の
と
し

て
取
り
扱
う
。
キ
リ
ス
ト
教
会
の
外
部
に
お
い
て
も
、
ま
た
内
部
に
お
い
て

も
、
こ
れ
は
繰
り
返
し
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
、
次
の
こ
と
は
真
実
で
あ
っ
た

し
、
今
も
相
変
わ
ら
ず
真
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
罪
人
を
義
と
す
る
神
に
対
す

る
信
仰
告
白
に
お
い
て
、
諸
々
の
霊
は
分
け
ら
れ
る
。

「
わ
た
し
は
罪
の
ゆ
る
し
を
信
じ
ま
す
」
と
述
べ
る
使
徒
信
条
の
告
白
に

お
い
て
、
義
認
条
項
は
、
も
ち
ろ
ん
多
く
の
信
仰
の
真
理
の
な
か
の
ひ
と
つ

に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
罪
人
の
義
認
に
対
す
る
信

仰
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
に
お
け
る
生
け
る
中
核
で
あ
る
こ
と
を
、
わ

れ
わ
れ
は
使
徒
信
条
に
お
い
て
苦
も
な
く
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
信
仰
告
白
は
、
ひ
と
つ
の
宗
教
の
諸
々
の
偉
大
な
真
理
を

一
列
に
並
べ
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
創
造
者
な
る
神
に
対
す
る
、イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
、
そ
し
て
聖
霊
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
告
白
の

偉
大
な
諸
言
明
の
内
容
は
、
事
実
、
義
認
条
項
に
よ
っ
て
初
め
て
生
命
へ
と

甦
ら
さ
れ
る
諸
々
の
死
せ
る
正
当
性
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
、
と
は
た
し
か
に

主
張
で
き
な
い
。
む
し
ろ
義
認
の
使
信
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
格
に

お
い
て
人
間
と
な
っ
た
、
取
り
違
え
よ
う
の
な
い
人
間
の
生
命
を
生
き
た
、

わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
十
字
架
に
お
い
て
犯
罪
者
の
死
を
死
ん
だ
、
そ
し
て
彼

の
言
葉
と
彼
の
霊
を
通
し
て
今
後
わ
れ
わ
れ
の
間
で
働
く
た
め
に
死
人
か
ら

甦
っ
た
、
創
造
者
と
し
て
働
く
神
が
存
在
す
る
こ
と
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
義
認
条
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
言
明
は
す
べ
て
、
際
立
っ
た
、

そ
し
て
批
判
的
な
先
鋭
化
を
経
験
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
、

こ
の
神
と
は
本
来
誰
で
あ
る
の
か
、
創
造
的
で
活
動
的
で
あ
る
と
は
本
来
何

を
意
味
す
る
の
か
、
代
理
と
し
て
死
に
、
死
の
た
だ
な
か
で
新
し
い
生
命
を

も
た
ら
す
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の

生
命
は
、聖
霊
の
力
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
移
ろ
い
ゆ
く
世
界
に
伝
え
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
会
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
新
し
い
生
命
の
共
同
体

が
生
ま
れ
る
。
義
認
条
項
に
お
い
て
最
も
強
調
さ
れ
た
仕
方
で
問
題
に
な
る

の
は
、
神
と
人
間
の
関
係
の
真
理
、
し
た
が
っ
て
神
の
神
性
と
人
間
の
人
間

性
の
正
し
い
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
会
は
神
と
人
間
の
関
係
の

真
理
か
ら
、
た
だ
そ
こ
か
ら
だ
け
生
き
る
が
ゆ
え
に
、
義
認
条
項
は
同
時
に

次
の
よ
う
な
信
仰
箇
条
と
な
る
。
つ
ま
り
、
教
会
は
そ
れ
に
よ
っ
て
立
ち
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば
倒
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
他
の
す
べ
て
の
信
仰
の
真
理

は
、
義
認
条
項
に
よ
っ
て
そ
の
重
要
性
が
は
か
ら
れ
、
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

義
認
論
は
、ル
タ
ー
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
宗
教
改
革
の
神
学
に
と
っ
て
、

事
実
、
あ
ら
ゆ
る
神
学
の
《
中
核
お
よ
び
境
界）

1
（

》 

と
み
な
さ
れ
た
。
義
認
論
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の
高
い
、
そ
し
て
最
高
度
の
評
価
の
た
め
の
最
も
有
名
な
表
現
と
み
な
さ
れ

て
い
る
の
は
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
教
会
が
立
ち
、
ま
た
倒
れ
る
条
項
」

（《articulus stantis et cadentis ecclesiae

》） 

と
い
う
こ
の
教
理
の
名
称
で

あ
る
。
た
し
か
に
、
宗
教
改
革
者
た
ち
の
諸
文
書
の
な
か
か
ら
、
こ
の
よ
う

に
定
式
化
さ
れ
た
表
現
の
例
証
を
直
接
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ

の
言
明
の
核
心 （Sachaussage
） 

は
真
に
宗
教
改
革
的
で
あ
る
。

す
で
に
ル
タ
ー
に
は
、
内
容
的
に
、
対
応
す
る
多
数
の
言
明
が
み
ら
れ
る
。

一
五
三
七
年
の
《
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
条
項
》
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
業
と
、

信
仰
の
み
に
基
づ
く
わ
れ
わ
れ
の
義
認 
│ 
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
双
方

が
た
だ
一
つ
の
信
仰
箇
条
の
構
成
要
素
に
な
っ
て
い
る 

│ 

を
視
野
に
入

れ
つ
つ
、《
第
一
の
主
要
な
条
項 

（prim
us et principalis articulus

）》
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る 

。
つ
ま
り
「
た
と
え
天
地
が
崩
れ
、
何
も
残
ら
な

く
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
条
項
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
付
け
加
え

る
こ
と
も
で
き
な
い）

2
（

」。
詩
篇
一
一
七
の
解
釈
に
お
い
て
す
で
に
ル
タ
ー
は

次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
「
こ
の
ひ
と
つ
の
部
分
が
純
粋
な
ま

ま
に
留
ま
る
と
こ
ろ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
界
も
純
粋
で
良
質
な
も
の
に
留
ま

り
、
一
致
団
結
し
、
決
し
て
徒
党
を
組
む
こ
と
も
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ

れ
ゆ
え
に
、
他
の
も
の
で
は
な
く
こ
の
部
分
が
キ
リ
ス
ト
教
界
を
作
り
、
そ

し
て
保
持
す
る
。
し
か
し
誤
っ
た
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
と
偽
善
者
た
ち
に
お
い

て
も
、
他
の
す
べ
て
の
部
分
が
輝
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
ひ
と
つ

の
部
分
が
純
粋
で
良
質
な
も
の
に
留
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
何
ら
か
の
誤

り
つ
ま
り
分
派
主
義
の
精
神
を
阻
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る）

3
（

」。

一
五
三
一
年
の
《
愛
す
る
ド
イ
ツ
の
人
び
と
へ
の
警
告
》
は
簡
潔
に
こ
う
述

べ
て
い
る
。「（
わ
た
し
は
言
う
） 

彼
ら
は
絶
対
に
こ
の
条
項
に
耐
え
よ
う
と

し
な
い
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
条
項
な
し
に
済
ま
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
も
し
も
こ
の
条
項
が
な
く
な
る
な
ら
ば
、
教
会
は
な
く

な
り
、
い
か
な
る
誤
り
に
も
抵
抗
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る）

4
（

」。
同
じ
年
に
、

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
《A

pologie der C
onfessio A

ugustana IV

》
は
義
認
条

項
を
「
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
全
体
の
最
も
高
貴
な
条
項 

（praecipuus locus 

doctrinae christianae

）」
と
呼
び
、
こ
う
論
じ
て
い
る
。「
す
べ
て
は
、
特

に
聖
書
全
体
の
明
瞭
で
正
し
い
理
解
に
仕
え
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
の
、
言
葉
に

言
い
表
せ
な
い
宝
と
正
し
い
認
識
に
至
る
道
を
示
す
こ
の
条
項
に
か
か
っ
て

い
る
。
ま
た
そ
れ
の
み
が
全
聖
書
へ
の
扉
を
開
き
、こ
の
条
項
が
な
け
れ
ば
、

い
か
な
る
貧
し
い
良
心
も
、
正
し
く
、
持
続
的
で
、
た
し
か
な
慰
め
を
え
ら

れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
の
豊
か
さ
を
認
識
で
き
な
い
で
あ

ろ
う）

5
（

」。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
こ
の
発
言
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、

義
認
条
項
を
二
重
に
特
徴
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
に
、
聖
書
理
解

の
解
釈
学
的
鍵
と
し
て
。
し
か
し
同
時
に
、
人
間
の
良
心
を
慰
め
、
そ
し
て

神
学
的
認
識
の
諸
可
能
性
を
開
く
言
葉
と
し
て
。
数
年
後
、
ル
タ
ー
も
、

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
討
論
の
初
め
に
、
義
認
条
項
を
再
び
同
じ
よ
う
な
仕
方

で
特
徴
づ
け
て
い
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る

次
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。「
義
認
条
項
は
、あ
ら
ゆ
る
教
理
の
親
方
、領
主
、
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主
人
、
指
導
者
、
そ
し
て
裁
判
官
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
会
の
あ
ら
ゆ
る
教
理

を
保
持
し
、
導
き
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
良
心
を
神
の
前
に
立
た
せ
る
。
こ

の
条
項
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
世
は
死
と
闇
に
す
ぎ
な
い）

6
（

」。

二
　
神
学
的
留
保 

│ 

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
と
の
対
決

宗
教
改
革
に
お
け
る
義
認
条
項
の
高
い
評
価
に
対
し
、
も
ち
ろ
ん
繰
り
返

し
疑
念
が
申
し
立
て
ら
れ
た
。
た
し
か
に
神
学
の
内
部
に
お
い
て
も
外
部
に

お
い
て
も
、
そ
の
元
来
の
パ
ウ
ロ
的
形
態
に
お
け
る
義
認
論
に
対
し
、
す
で

に
明
白
に
反
対
す
る
諸
々
の
立
場
が
存
在
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
取
り

扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
義
認
論
は
《
教

会
が
立
ち
、
ま
た
倒
れ
る
条
項
で
あ
る
》
と
い
う
主
張
に
対
す
る
異
論
、
つ

ま
り
宗
教
改
革
の
神
学
に
内
容
的
に
極
め
て
近
い
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
異
論

に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
い
と
思
う
。
そ
の
和
解
論
の
第
一
部
に
お
け
る
義

認
条
項
の
独
自
な
展
開
と
の
関
連
で
、「《
教
会
が
立
ち
、
ま
た
倒
れ
る
条
項
》

と
は
義
認
論
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
で
あ
り
、
そ
の
先
端
で
あ
る

も
の
、
つ
ま
り
そ
の
な
か
に
知
恵
と
認
識
の
す
べ
て
の
宝
が
隠
さ
れ
て
い
る 

（
コ
ロ
二
・
三
） 《
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
》
に
対
す
る
告
白
で
あ
る）

7
（

」
と
主
張

し
た
の
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ト
の
主
張
と
そ
れ
を
担
う

諸
々
の
根
拠
と
の
対
決
は
、
若
干
の
執
拗
な
誤
解
を
取
り
除
く
こ
と
に
役
立

ち
、
ま
た
義
認
論
の
機
能
を
適
切
に
評
価
す
る
た
め
に
必
要
な
問
題
意
識
を

促
進
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ル
ト
は
、
彼
の
命
題
を
、
特
に
彼
と
近
い
立
場
に
立
つ
神
学
者
エ
ル
ン

ス
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
す
で
に
言
及
さ
れ
た
論
文
と
の
「
ひ
そ
か
な
形
で
の
対

決
」
の
な
か
で
展
開
し
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、「
義
認
論
を
宗
教
改
革
の
神
学

の
中
心
お
よ
び
境
界
と
し
て
」
明
確
に
し
よ
う
と
企
て
た）

8
（

。
そ
し
て
バ
ル
ト

の
諸
々
の
説
明
に
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
命
題
に
非
常
に
近
づ
く

言
明
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
バ
ル
ト
に
よ
る
と
や
は
り
、「
義
認
論
の

ま
っ
た
く
特
別
な
機
能
に
異
論
を
唱
え
る
こ
と
は 

…
…
当
然
、
ま
っ
た
く

問
題
に
な
り）

9
（

」
え
な
い
。
バ
ル
ト
も
ま
た
こ
う
主
張
す
る
。「
義
認
論
の
真

理
が
な
け
れ
ば
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た

実
際
に
存
在
し
な
い
。
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
義
認
論
は
も
ち
ろ
ん

《
教
会
が
立
ち
、
ま
た
倒
れ
る
条
項
》
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
会
の
証
言
に

よ
れ
ば
、
神
が
人
間
の
た
め
に
な
し
た
こ
と
、
ま
た
な
す
こ
と
の
真
理
が
な

け
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
真
理
が
教
会
の
生
活
と
そ
の
教
え
に
お
い
て
何
ら
か

の
仕
方
で
現
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
会
は
決
し
て
存
在

し
な
い
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て）

10
（

」。
さ
あ
、
こ
れ
が
、
そ
こ
か
ら
宗
教
改

革
に
お
け
る
義
認
論
の
高
い
評
価
に
対
す
る
批
判
の
き
ざ
し
な
ど
、
決
し
て

み
え
て
こ
な
い
諸
言
明
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、こ
れ
に
反
対
す
る
バ
ル
ト
の
諸
々
の
発
言
は
、事
実
、い
っ

そ
う
驚
き
で
あ
る
。
ま
ず
、
次
の
よ
う
な
釈
義
的
指
示
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
の
使
信
の
み
な
ら
ず
、「
共
観
福
音
書
、
ヨ
ハ
ネ
文

書
、
そ
し
て
新
約
聖
書
の
証
言
の
そ
の
他
の
構
成
部
分
の
使
信
も
、
パ
ウ
ロ
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の
義
認
論
と
単
純
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い 

│ 

た
し
か
に
そ
れ

ら
の
使
信
に
お
い
て
、こ
の
教
理
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
し
て
こ
の
教
理
は
そ
の
使
信
に
広
範
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず）

11
（

」。た
し
か
に
そ
う
で
あ
る
!　
「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」

の
使
信
を
パ
ウ
ロ
の
義
認
論
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
ま
っ
た
く

不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
「
マ
タ
イ
福
音
書
」
の
使
信
を
そ
れ
と
一
致
さ
せ

る
に
は
、
こ
の
上
な
い
努
力
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え
こ

の
こ
と
が
「
新
約
聖
書
の
証
言
の
そ
の
他
の
構
成
部
分
」
に
も
当
て
は
ま
る

と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
確
認
は
《
論
拠
》
と
し
て
考
察
さ
れ
う
る
の
か
と

い
う
問
い
が
残
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
証
言
を
、

バ
ル
ト
に
よ
っ
て
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
た
旧
約
聖
書
の
証
言
の
大
部
分
の

構
成
部
分
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
は
、さ
ら
に
少
な
く
な
る
。

し
か
し
バ
ル
ト
に
よ
る
と
、新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
証
言
は
《
教
会
が
立
ち
、

ま
た
倒
れ
る
条
項
》
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
旧
約
聖
書
に
と
っ
て
も
明
ら
か

に
ひ
と
つ
の
比
類
の
な
い
解
釈
学
的
機
能
を
も
つ
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
次

の
こ
と
は
ま
す
ま
す
真
実
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
パ
ウ
ロ
の
義

認
論
は
新
約
聖
書
の
他
の
諸
々
の
証
言
と
「
単
純
に
一
致
し
な
い
」
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
《
教
会
が
立
ち
、
ま
た
倒
れ
る
条
項
》
で
あ
る
。
バ
ル

ト
の
論
証
は
、す
で
に
そ
れ
自
体
に
お
い
て
形
式
論
理
的
に
破
綻
し
て
い
る
。

し
か
し
バ
ル
ト
は
、
彼
の
論
証
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
比
類
の
な
い
要

求
を
い
っ
そ
う
相
対
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
使
徒
の
証

言
に
よ
る
と
、
神
な
き
者
の
義
認
の
福
音
が
掲
げ
る
要
求
で
あ
り
、
異
な
る

福
音
を
告
知
す
る
者
は
誰
で
あ
れ 

│ 

そ
し
て
天
か
ら
お
り
て
き
た
天
使

で
あ
れ 

│
、
呪
わ
れ
よ 

（
ガ
ラ
一
・
一-

九
） 

と
の
要
求
で
あ
る
。
使
徒
パ

ウ
ロ
の
こ
れ
ら
の
詳
述
を
神
学
的
に
真
剣
に
受
け
と
め
る
者
は
、
は
た
し
て

新
約
聖
書
の
証
言
の
そ
の
他
の
構
成
部
分
が
、
パ
ウ
ロ
の
義
認
論
と
「
一
致

し
う
る
」
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
苛
立
つ
こ
と
は
な
い
。
こ
の

よ
う
な
問
い
は
、
初
め
か
ら
聖
書
の
な
か
で
の
い
か
な
る
内
容
批
判

（Sachkritik

）
も
禁
止
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
平
均
化

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
平
均
化
し
て
い
る
。

こ
の
関
連
で
望
ま
し
い
の
は
、
宗
教
改
革
に
お
け
る
義
認
論
の
評
価
に
対

す
る
、
バ
ル
ト
の
疑
念
に
近
い
、
頻
繁
に
も
ち
だ
さ
れ
る
異
論
と
取
り
組
む

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
異
論
は
こ
う
主
張
す
る
。
つ
ま
り
聖
書
は
、「
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
一
回
か
ぎ
り
起
こ
っ
た
神
の
救
済
行
為
を
表
示
す
る
た

め
に
、「
義
認
」
と
い
う
告
知
の
言
葉
の
外
に
、
自
由
へ
の
解
放
、
和
解
、

平
和
、
新
し
い
創
造
、
生
命
、
聖
化
、
等
々
、
と
い
っ
た
他
の
諸
々
の
イ
メ
ー

ジ
と
概
念
を
」
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
義
認
論
の
、
判
断
基
準
と
し
て

の
重
要
性
に
関
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、《
ひ
と
つ
の
排
他
的
重
要
性）

12
（

》 

で

は
あ
り
え
な
い
。
聖
書
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
《
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お

い
て
一
回
か
ぎ
り
起
こ
っ
た
神
の
救
済
行
為
》
が
語
ら
れ
る
《
他
の
諸
々
の

イ
メ
ー
ジ
と
概
念
》
も
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と 

│ 

こ
の
こ
と
を
疑
お

う
と
す
る
者
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
宗
教
改
革
者
た
ち
自
身
も
こ
の
こ
と
を
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確
認
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
さ
い
彼
ら
の
義
認
論
の
評
価
は
も
ち
ろ
ん
こ

の
こ
と
に
惑
わ
さ
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
は
、
彼
の

二
つ
の
教
理
問
答
に
お
い
て
《
義
認
論
と
い
う
術
語
》
を
完
全
に
避
け
、
そ

の
代
わ
り
に
《
聖
化
》
に
つ
い
て
語
っ
た
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
に
よ
り
、「「
信

仰
に
の
み
基
づ
く
義
認
」
と
い
う
神
学
用
語
に
お
い
て
意
味
さ
れ
て
い
る
こ

と
以
外
の
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
…
…
こ
れ
は
、
義
認
の
信
仰
の
告
知

内
容
が
義
認
論
の
術
語
な
し
に
も
語
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
の
印
象
的
な
例

で
あ
る）

13
（

」。
決
定
的
な
の
は
、
あ
の
他
の
諸
々
の
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
は
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
一
回
か
ぎ
り
起
こ
っ
た
神
の
救
済
行
為
を
《
ど

の
よ
う
に
》語
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
義
認
条
項
に
お
い
て
、

そ
の
決
定
的
な
こ
と
が
獲
得
さ
れ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
カ
ー
ル
・
バ

ル
ト
で
さ
え
こ
の
こ
と
を
疑
問
視
し
な
か
っ
た
。

バ
ル
ト
の
特
に
注
目
に
値
す
る
論
証
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
的
な
い
し
神

学
史
的
指
摘
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
パ
ウ
ロ
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
間
の
最
初
の
数
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
界
は
、「
い
ず
れ
に
せ
よ
明
確
な
義

認
論
」
を
知
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
展
開
し
な
か
っ
た
。
彼
ら

は
、「
素
朴
な
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
に
生
き
て
い
た 

（
彼
ら
は
一
般
に
、
ま
た

同
時
に
、
素
朴
な
養
子
論
な
い
し
サ
ベ
リ
ウ
ス
主
義
に
生
き
て
い
た
）」。
し

か
も
「
殉
教
者
の
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
界
は 

…
… 

明
ら
か
に
義
認
論
な
し

に
も
、自
分
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
信
仰
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
知
っ
て
い
た
。

義
認
論
に
つ
い
て
概
念
的
に
明
白
に
知
ら
な
く
て
も
、こ
の
教
理
の
《
真
理
》

は
力
を
も
っ
て
い
た）

14
（

」。
バ
ル
ト
は
、
元
来
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
共
に
初

め
て
始
ま
っ
た
、
明
白
な
教
会
的
義
認
論
の
形
成
は
、《
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
》

キ
リ
ス
ト
教
の
特
殊
な
関
心
事 

（
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
の
生
活
圏
に
お
い
て
も

ゲ
ル
マ
ン
の
生
活
圏
に
お
い
て
も
、法
現
象
に
特
別
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
） 

に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
た
。
他
方
、東
方
の
キ
リ
ス
ト
教 （
そ

れ
は
、
罪
責
と
恵
み
の
対
立
よ
り
も
、
無
常
性
と
不
滅
、
あ
る
い
は
死
と
生

の
対
立
に
は
る
か
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
） 

は
、
こ
の
点
「
最
小
限
必

要
な
も
の
で
満
足
し
て
い
た）

15
（

」。
す
で
に
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
次

の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
西
洋
の
神
学
に
お
い
て
さ
え
、「
中

世
ス
コ
ラ
の
教
義
学
は
、（
そ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
か
つ
ア
ン
セ
ル
ム

ス
的
遺
産
に
も
か
か
わ
ら
ず
） 《
不
信
仰
な
者
の
義
認
に
つ
い
て
の
》
特
別

な
《
章
》
を
設
け
ず
に
、
そ
の
問
題
を
他
の
諸
関
連
の
な
か
で
、
つ
ま
り
キ

リ
ス
ト
論
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
論
の
な
か
で 

（
ト
マ
ス
は
そ
れ
を
恩
寵
論
の
な

か
で
も
取
り
扱
っ
て
い
る
） 

そ
の
つ
ど
「
人
間
学
」
な
い
し
諸
々
の
特
殊
な

人
間
学
的
問
題
設
定
を
背
景
と
し
て
論
じ
た）

16
（

。
そ
の
結
果
、
少
な
く
と
も
義

認
論
が
神
論
に
対
し
て
も
つ
意
味
は
、
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
認

識
さ
れ
な
か
っ
た
。
バ
ル
ト
に
よ
る
と
、
義
認
論
は
た
し
か
に
「
西
洋
に
お

い
て
も
《
宗
教
改
革
》
を
通
し
て
初
め
て
、
そ
し
て
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら

ば
、
ま
さ
に
《
ル
タ
ー
の
》
の
突
き
刺
す
よ
う
な
ド
イ
ツ
精
神
の
な
か
で
」、

神
学
全
体
の
「
ま
さ
に
焦
眉
の
問
題
に
な
っ
た）

17
（

」。

バ
ル
ト
は
、
議
論
の
余
地
の
な
い
こ
れ
ら
の
教
会
史
的-

神
学
史
的
指
摘
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に
基
づ
き
、
た
し
か
に
本
当
に
独
特
な
体
系
的
結
論
を
引
き
だ
す
。
彼
に
よ

る
と
、「
義
認
論
」
の
承
認
さ
れ
た
「
ま
っ
た
く
特
別
な
機
能
」
は
、
た
し

か
に
「
一
定
の
時
代
の
神
学
の
な
か
で
」
つ
ま
り
あ
る
一
定
の
「
敵
対
関
係

と
隠
蔽
が
そ
の
き
っ
か
け
を
も
た
ら
す
と
き
、
事
実
上
《
そ
の 

﹇
唯
一
の
﹈》

福
音
の
《
そ
の ﹇
唯
一
の
﹈》
言
葉
と
し
て
主
張
さ
れ
、
ま
た
《
そ
の ﹇
唯
一

の
﹈》
神
学
的
真
理
の
指
導
者
と
し
て
仰
が
れ
」
う
る
し
、
ま
た
そ
う
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
そ
う
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
命
じ
ら

れ
た
時
代
が
存
在
し
た）

18
（

」。

し
か
し
そ
れ
と
異
な
る
諸
々
の
時
代
が
存
在
し
た
し
、
ま
た
存
在
す
る
。

つ
ま
り
、
例
え
ば
、《
あ
る
種
の
無
邪
気
な
、
行
為
に
よ
る
義
》
が
《
無
邪

気
で
あ
る）

19
（

》
こ
と
を
ま
だ
や
め
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
義
認

論
の
真
理
の
《
定
式
化
さ
れ
た
認
識
と
証
言
》
が
《
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
の

他
の
諸
相
の
背
後
に
》
退
く
だ
け
で
な
く
、
し
か
も
《
隠
さ
れ
て
し
ま
う）

20
（

》

こ
と
も
あ
り
う
る
時
代
で
あ
る 

│ 

し
か
も
そ
の
と
き
明
ら
か
に
な
っ
た

の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
会
は
そ
れ
に
よ
り
問
い
に
付
さ
れ
た
り
し

な
い
こ
と
で
あ
る
。
バ
ル
ト
に
よ
る
と
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
時
代
は
、
次
の

よ
う
な
体
系
的
事
態
に
対
す
る
注
意
を
促
す
。
つ
ま
り
、
義
認
論
は
実
質
的

に
《
い
ず
れ
に
せ
よ
和
解
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
の
ひ
と
つ
の
特

別
な
相
に
の
み
関
連
し
て
お
り
》、
ま
た
ひ
と
は
こ
の
使
信
を
《
他
の
諸
相

の
も
と
で
も
理
解
す
る
こ
と
が
》
で
き
、た
し
か
に
そ
の
よ
う
に
「
で
き
る
」

だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
に
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
そ
れ
ゆ

え
に
、
義
認
論
を
「
い
つ
も
、
…
…
そ
し
て
い
た
る
と
こ
ろ
で
」「
そ
の
﹇
唯

一
の
﹈
福
音
の
そ
の
﹇
唯
一
の
﹈
言
葉
と
呼
び
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
取
り

扱
う
な
ら
ば
」、
そ
れ
は
「
あ
ま
り
に
発
作
的
で
不
正
な
排
他
的
行
為）

21
（

」
で

あ
ろ
う
。
特
に
、「
少
な
く
と
も
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
開
か
れ
た
教

義
学）

22
（

」
に
と
っ
て
、
義
認
論
に
い
つ
も
、
そ
し
て
ど
こ
で
も
あ
の
「
ま
っ
た

く
特
別
な
機
能
」
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る 

│ 

バ
ル
ト
に
よ
る

と
、
や
は
り
そ
れ
は
た
し
か
に
特
定
の
時
代
に
み
ら
れ
た
機
能
で
あ
る
。
た

し
か
に
、「
ま
さ
に
義
認
論
の
客
観
的
真
理
に
対
す
る
信
頼
に
よ
り
、
わ
れ

わ
れ
は
次
の
よ
う
に
要
請
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
真

の
教
会
に
お
い
て
そ
の
神
学
的
遂
行
は
《
い
つ
も
、
ど
こ
で
も
、
そ
し
て
す

べ
て
の
ひ
と
に
よ
り
、》
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
と
教
理
の
、《
必
要
な
た
だ
ひ

と
つ
の
こ
と
と
し
て
》ま
っ
た
く
の
中
心
な
い
し
唯
一
の
先
端
と
み
な
さ
れ
、

そ
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
で
あ
る）

23
（

」。
い
つ
も
、

ど
こ
で
も
、
そ
し
て
す
べ
て
の
ひ
と
に
よ
り
、《
教
会
が
立
ち
、
ま
た
倒
れ

る
条
項
》
で
あ
る
と
の
神
学
的
威
厳
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
義
認
論
で
は
な

く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
告
白
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
バ
ル
ト

に
よ
る
と
こ
の
信
仰
告
白
は
、義
認
の
教
理
の
「
根
底
」
で
あ
り
、そ
の
「
先

端）
24
（

」
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
つ
い
て
何
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
し

か
に
バ
ル
ト
の
諸
々
の
詳
論
は
、多
く
の
点
で
こ
の
上
な
く
塾
考
に
値
す
る
。

し
か
し
そ
れ
と
の
対
決
は
、
彼
が
義
認
論
の
機
能
の
本
当
に
多
様
な
理
解
と
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誤
解
に
対
し
、
ひ
と
つ
の
、
そ
し
て
同
じ
論
証
を
用
い
て
徹
底
的
に
論
じ
て

い
る
こ
と
に
よ
り
、
困
難
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
り
、
彼
の
論
証
は
ほ

ぼ
必
然
的
に
崩
れ
て
し
ま
う
。

「
そ
の
時
々
に
支
配
的
な
諸
「
関
心
事
」（
こ
れ
ら
が
な
お
ど
れ
ほ
ど
真
実

で
、
根
拠
が
あ
る
と
し
て
も
!
）
の
諸
限
界
に
自
覚
的
に
留
ま
る
べ
し
」
と

い
う
バ
ル
ト
の
警
告
は
、
た
し
か
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う）

25
（

。
し

か
し
義
認
論
は
冗
談
抜
き
に
「
そ
の
時
々
に
支
配
的
な
諸
関
心
事
」
に
数
え

入
れ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
行
う
者
が
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
バ

ル
ト
に
よ
っ
て
も
こ
の
条
項
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
た
「
ま
っ
た
く
特
別
な

機
能
」に
つ
い
て
本
当
に
何
も
理
解
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
機
能
に
固
執
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
、「
時
代
の
諸
々
の
要
求

と
必
要
を
越
え
て
、
い
つ
も
さ
ら
に
広
い
視
野
で
考
え
る
こ
と）

26
（

」
は
神
学
に

ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
異
論
を
唱
え
る
こ
と
も
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
義
認
論
は

時
代
の
要
求
と
必
要
に
の
み
答
え
る
と
す
る
見
解
、
ま
た
、
日
常
を
越
え
た

ま
っ
た
く
別
の
要
求
と
必
要
（
こ
れ
ら
に
神
学
的
に
答
え
る
こ
と
は
、
義
認

論
の
正
当
な
相
対
化
を
意
味
す
る
） 

が
存
在
す
る
と
の
見
解 

│ 
こ
の
見

解
は
、
義
認
条
項
を
諸
々
の
一
時
的
危
機
に
お
け
る
そ
の
た
め
の
武
器
に
格

下
げ
し
、
し
た
が
っ
て
ま
さ
に
義
認
条
項
が
次
の
よ
う
な
「
真
理
」
で
あ
る

こ
と
に
異
論
を
唱
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
そ
れ
な
し
に
、
真

の
キ
リ
ス
ト
教
会
」
が
決
し
て
存
在
し
な
い
よ
う
な
「
真
理
」
で
あ
る）

27
（

。
し

た
が
っ
て
「
あ
ま
り
に
発
作
的
で
不
正
な
排
他
性）

28
（

」
に
対
す
る
常
に
正
当
な

警
告
に
よ
っ
て
、
宗
教
改
革
者
た
ち
が
義
認
条
項
に
認
め
て
き
た
唯
一
無
比

の
重
要
性
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
。
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
非
常
に
厳
密
な
意
味
で
の
神
学
的
発
言
は
い
ず
れ
も
、
時
代

に
か
な
っ
た
、
そ
し
て
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
へ
と
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
々
の
ま
っ

た
く
一
定
の
状
況
の
な
か
で
、
義
認
論
が
そ
の
ま
っ
た
く
特
別
な
機
能
を

ま
っ
た
く
特
別
に
有
効
に
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
有
効
に
働
か
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
し
か
に
本
当
で
あ
る
。
し
か
し
こ

れ
は
、
ど
ん
な
具
体
的
真
理
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

に
関
す
る
バ
ル
ト
の
諸
警
告
は
、

│ 

肝
に
銘
ず
べ
き 

│ 

神
学
的
衛
生

学
的
決
ま
り
文
句
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い）

29
（

。

同
様
に
、
次
の
よ
う
な
規
定
に
反
対
す
る
バ
ル
ト
の
論
駁
は
、
義
認
条
項

の
宗
教
改
革
に
よ
る
評
価
を
無
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
基
礎
的
教
義
そ

し
て
中
心
的
教
義
の
機
能
」
を
こ
の
条
項
に
帰
し
、「
こ
れ
と
く
ら
べ
れ
ば
、

他
の
す
べ
て
の
も
の
は
、
前
提
あ
る
い
は
帰
結
、
前
書
き
あ
る
い
は
後
書
き

に
す
ぎ
な
い）

30
（

」
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
起

草
さ
れ
た
《
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
条
項
》、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
よ
っ
て
起
草

さ
れ
た
《
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
》
の
条
項
、
そ
し
て
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン

の
《L

oci com
m

unes

》（
一
五
二
一
） 

も
読
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ

わ
れ
は
自
ら
に
、
義
認
条
項
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
本
文
の
な
か
で

布
告
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、「
な
お
単
な
る
」「
前
提
あ
る
い
は
帰
結
、
前
書
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き
あ
る
い
は
後
書
き
」
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
問
う
べ
き

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
義
認
論
を
《
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
実
質
原

理
》
と
し
て
布
告
し
た
ル
タ
ー
派
の
あ
の
擁
護
者
た
ち
に
対
し
て
も
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
今
や
現
実
に
、
徹
底

的
に
、
そ
し
て
完
全
に
、《
福
音
主
義
の
基
本
条
項
》
と
し
て
の
義
認
条
項

に
基
づ
い
て
叙
述
さ
れ
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教

理
』（《W

issenschaft der christlichen L
ehre

》） 

を
、
労
を
い
と
わ
ず
に

研
究
す
る
者
は
、
こ
の
条
項
が
そ
の
体
系
的
機
能
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を

確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る 

│ 

し
か
も
そ
の
際
、「
他
の
す
べ
て
の
も
の
」

が
な
お
単
な
る
「
前
提
な
い
し
帰
結
、
前
書
き
な
い
し
後
書
き
」
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
ケ
ー
ラ
ー
は
、
義
認
条
項
に
お
い

て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、「
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
論
理
的
首
尾
一
貫

性
を
も
っ
て
、
先
行
す
る
正
確
な
知
識
を
も
た
ず
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
認
識

の
全
体
と
個
々
の
内
容
を
取
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
」「
い
わ
ゆ
る
ひ
と
つ

の
原
理
で
は
な
い
」
こ
と
を
、
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
ケ
ー
ラ
ー
に
よ
る

と
義
認
条
項
は
、
む
し
ろ
、
同
時
に
「
支
配
的
中
心
点 

（ein 

beherrschender M
ittlepunkt

）」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
出
発
点
」
と

し
て
考
察
さ
れ
る
。「
こ
の
中
心
点
か
ら
、あ
ら
ゆ
る
点
と
結
ぶ
線
が
自
然
に
、

そ
し
て
ひ
と
り
で
に
引
か
れ
る）

31
（

」。
さ
ら
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、ケ
ー
ラ
ー

が
こ
の
よ
う
な
教
義
学
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
的
な
性
格
を
も
は
っ
き
り
と
強

調
し
、《
一
面
的
パ
ウ
ロ
主
義
な
い
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
》
に
対
す

る
疑
惑
を
取
り
除
い
た
こ
と
で
あ
る）

32
（

。

さ
て
、
次
に
バ
ル
ト
に
よ
る
義
認
論
の
実
質
的
規
定
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
!　
『
教
会
教
義
学
』
に
お
い
て
こ
の
教
理
に
は
、「
死
者
か
ら
の
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
明
ら
か
に
な
る
、
…
… 

神

の
裁
き
の
な
か
で
執
行
さ
れ
る
《
判
決
》
を
そ
の
積
極
的
な
意
味
で
《
洞
察

し
》
そ
し
て
《
理
解
す
る）

33
（

》
と
い
う
課
題
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の

復
活
を
通
し
て
可
能
と
さ
れ
た
、
彼
の
十
字
架
上
の
死
の
正
し
い
理
解
で
あ

る
。
そ
し
て
も
し
も
こ
れ
で
な
い
と
し
た
ら
、
何
が
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
中

心
な
の
か
。「
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
世
と
神
の
和
解
の
内
的
《
可
能
性
》

の 

…
… 

真
正
さ
で
あ
る）

34
（

」
と
バ
ル
ト
は
力
説
し
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ

れ
は
、和
解
論
の
他
の
諸
相
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
し
か
に
こ
の
こ
と
か
ら
、
義
認
条
項
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信

仰
告
白
を
相
互
に
競
わ
せ
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
も
義

認
論
に
お
い
て
現
実
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
世
と
神
の
和
解
の

内
的
可
能
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
な
か
で
同
時
に
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
告
白
の
内
的
根
拠
で
あ
る
。
そ

し
て
バ
ル
ト
自
身
が
そ
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
キ
リ
ス
ト

教
共
同
体
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
そ
れ
と
共
に
立
ち
、
ま
た
倒
れ
る
」、

そ
の
「
共
同
体
は
、
こ
の
《
根
拠
》
に
、
す
な
わ
ち
「
そ
こ
で 

…
… 

真
正

な
義
認
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
」「
に
、
安
ら
ぎ
、
ま
た
動
い
て
い
る）

35
（

」。
さ
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ら
に
バ
ル
ト
自
身
が
も
う
一
度
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
罪
あ
る
人
間
に
と
っ

て
《
神
》
と
は
何
か
。
人
間
の
た
め
に
お
ら
れ
る
神
の
前
に
お
い
て
、
罪
あ

る
《
人
間
》
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
に
よ
っ
て
、
共
同
体
の

根
拠
、
信
仰
の
確
か
さ
は
立
ち
、
ま
た
倒
れ
る
。
義
認
論
は
、
こ
の
前
提
に

つ
い
て
の
問
い
に
答
え
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る）

36
（

」。
し
た
が
っ
て
そ

の
な
か
で
、
神
に
つ
い
て
の
神
学
的
に
適
切
な
理
解
、
人
間
に
つ
い
て
の
神

学
的
に
適
切
な
理
解
、
そ
し
て
神
と
人
間
の
間
の
支
配
的
関
係
の
神
学
的
に

適
切
な
理
解
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
バ
ル
ト
に
よ

る
と
、
そ
れ
は
他
の
《
す
べ
て
の
》
神
学
的
問
い
に
と
っ
て
「
一
種
の
《
パ

ン
種
》
と
し
て
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
る）

37
（

」。

そ
し
て
た
し
か
に
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
『
教
会
教
義
学
』
の
な
か
に
お

い
て
も
、
決
し
て
、
和
解
論
の
唯
一
の
救
済
論
的
相
が
論
及
さ
れ
る
場
合
に

の
み
、
義
認
論
が
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
具
合
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
バ
ル
ト

は
む
し
ろ
、
特
に
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
正
統
主
義
に
お
い
て
遵
守
さ
れ
た

や
り
方
、
つ
ま
り
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
関
す
る
独
自
な
、
そ
れ
自
身
に

お
い
て
完
全
に
完
結
し
た
一
章
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
《
キ
リ
ス
ト
論
》
を

頂
点
に
置
く）

38
（

」
と
い
う
方
法
を
、
次
の
よ
う
に
明
確
に
批
判
し
た
。
つ
ま
り

こ
の
よ
う
に
分
離
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
論
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

が
「
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
何
で
あ
り
、
彼
が
何
を
意
味
し
、
何
を
行
い
、

そ
し
て
何
を
遂
行
す
る
の
か
」、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
が
「
ま
だ
み
え
な

い
か
、
あ
る
い
は
は
る
か
遠
く
に
よ
う
や
く
み
え
る
だ
け
で
あ
り
」、
そ
の

結
果
、
こ
の
よ
う
に
分
離
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
論
は
、「
彼
の
現
実
存
在
の
わ

れ
わ
れ
に
対
す
る
影
響
」を
叙
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、

再
び
「
相
対
的
に
独
立
し
た
「
救
済
論
」
と
「
教
会
論
」
に
よ
っ
て
ま
ず
補

足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

39
（

」。
こ
の
批
判
に
対
応
し
て
、
バ
ル
ト
の
和
解

論
に
お
い
て
は
、
事
実
す
で
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
格
、
生
涯
、
そ

し
て
職
務
に
関
す
る
詳
論
の
な
か
で
、
義
認
論
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。《
わ

れ
わ
れ
に
代
わ
っ
て
裁
か
れ
た
者
と
し
て
の
裁
き
主
》
と
い
う
表
題
の
も
と

で
い
わ
ゆ
る
《
キ
リ
ス
ト
論
》
の
た
だ
な
か
で
、「
そ
の
力
の
な
か
で
す
べ

て
の
人
間
の
宣
義 （G

erechtsprechung

） 

が 

…
… 

成
し
遂
げ
ら
れ
る
」
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
義
な
る
行
為
」
な
い
し
「
服
従
の
行
為
」
が
論
じ
ら

れ
る）

40
（

。
こ
れ
ら
の
詳
論
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
首
尾
一
貫
し
た
仕
方
で
、
バ

ル
ト
は
こ
う
宣
言
し
た
。「
こ
れ
以
上
の
す
べ
て
の
神
学
は
、こ
の
…
…
《
十

字
架
の
神
学
》
に
依
拠
し
て
お
り 

│ 

和
解
論
に
先
行
す
る
す
べ
て
の
神

学
も
す
で
に
た
し
か
に
こ
の
《
十
字
架
の
神
学
》
に
依
拠
し
て
い
た
。
…
… 

こ
の
狭
い
門
の
そ
ば
を
通
り
す
ぎ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
狭
い
道
と
並

ぶ
、
他
の
道
は
存
在
し
な
い）

41
（

」。

宗
教
改
革
者
た
ち
も
こ
の
こ
と
を
正
確
に
捉
え
て
い
た
。
義
認
条
項
に
お

い
て
ル
タ
ー
が
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
教
会
論
を
保
持
し
、
そ
し
て
導
く
こ
と

を
確
認
す
る
と
き
、
こ
の
狭
い
道
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
道
は
、
バ
ル
ト
が
正
し
く
強
調
し
た
よ
う
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
認
識

の
豊
か
さ
の
自
由
な
展
開
を
」
排
除
せ
ず
、「
促
進
す
る）

42
（

」。
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し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
バ
ル
ト
自
身
の
論
証
の
な
か
で
も
再
構
成
す

る
こ
と
の
困
難
な
二
者
択 

一 

│ 《
教
会
が
立
ち
、ま
た
倒
れ
る
条
項
》
は
、

義
認
論
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
告
白
で
あ
る
と
い

う
二
者
択
一 
│ 
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、「《
そ
れ
こ
そ
》、
結
局
は
、《
ル

タ
ー
》
の
見
解
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う）

43
（

」
と
す
る
彼
の
推
測
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
バ
ル
ト
が
義
認
論
の
《
ま
っ
た
く
特
別
な
機

能
》
に
つ
い
て
積
極
的
に
詳
述
し
た
こ
と
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
ま
た
彼
が

キ
リ
ス
ト
論
の
な
か
で
す
で
に
義
認
条
項
を
貫
徹
し
た
こ
と
と
、
そ
の
主
張

の
仕
方
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、そ
れ
は
事
実
「《
ル
タ
ー
の
》
見
解
で
も
あ
っ

た）
44
（

」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

《
教
会
が
立
ち
、
ま
た
倒
れ
る
条
項
》
は
、
義
認
論
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
告
白
、「
わ
れ
わ
れ
の
た
め
の
、
わ
れ

わ
れ
に
対
し
て
の
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
と
共
な
る
《
彼
の
》
存
在
、《
彼
の
》

行
為
に
対
し
て
の
認
識）

45
（

」
で
あ
る
と
す
る
バ
ル
ト
の
あ
の
不
幸
な
二
者
択
一

を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
の
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し

て
の
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
と
共
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
と
行
為
に

つ
い
て
語
る
こ
と
が
義
認
論
の
機
能
で
あ
る
、と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

義
認
論
に
よ
る
説
明
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
論
は
そ
も
そ
も
初
め
て
事
柄
に

即
し
た
も
の
と
な
る
。
キ
リ
ス
ト
論
は
、義
認
論
と
し
て
、《
事
柄
に
即
し
た
》

キ
リ
ス
ト
論
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
事
柄
そ
れ
自
体
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の

正
し
い
「
使
用
」
も
、
キ
リ
ス
ト
論
の
「
即
事
性 

（Sachgem
äßheit

）」
に

属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
使
用
は
、
事
柄
そ
れ
自
身
が
要
求
す

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
は
、
種
々
の
観
点
の
場
合
と
同
様
に
、
や
は
り
キ
リ

ス
ト
論
の
事
柄 

（res

） 

を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
事
柄
の
《
使
用
》
は
キ
リ
ス

ト
論
に
属
す
る
こ
と
、
も
し
も
直
ち
に
そ
の
事
柄
の
使
用
が
共
に
考
え
ら
れ

て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
《
事
柄
》
は
正
し
く
教
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

を
激
烈
に
強
調
し
た
。
こ
こ
で
も
肝
要
な
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
神

的
本
性
の
崇
高
な
諸
属
性
の
放
棄 

（
ケ
ノ
ー
シ
ス 

│ 

フ
ィ
リ
ピ
二
・
七
）

に
関
す
る
正
し
い
理
解
を
め
ぐ
る
論
争
の
な
か
で
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
神

学
者
た
ち
が
後
に
ギ
ー
セ
ン
の
神
学
者
た
ち
に
対
し
て
主
張
し
た
こ
と
、
す

な
わ
ち
、使
用
な
し
に
は
、い
か
な
る
所
有
も
な
い
! 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
ル
タ
ー
の
有
名
な
テ
キ
ス
ト 

（《O
perationes in Psalm

os

》
の
な

か
の
一
文
） 

を
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
詩
篇
一
八 

（
な
い
し
一
九
） 

の

な
か
で
語
っ
て
い
る
聖
霊
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。「
彼
は
、
諸
々

の
事
柄 

（res

） 

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
使
用 

（usus

） 
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
多
く
の
者
は
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
仕
方
で
説
教
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
彼
ら
は
、
彼
の
や
り
方

と
彼
の
恵
み
の
業
を
認
識
せ
ず
、
話
題
に
も
し
な
い 

│ 

あ
の
説
教
者
た

ち
の
多
く
は
、彼
ら
が
最
良
の
説
教
を
す
る
と
き
で
さ
え
、キ
リ
ス
ト
の
諸
々

の
物
語 

（H
istorien

） 
以
外
の
何
も
説
教
し
な
い
。
し
か
し
、
汝
が
キ
リ
ス



三
七

エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
『
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
と
し
て
の
、
神
な
き
者
の
義
認
の
福
音 

│ 

エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
を
目
指
す
神
学
的
研
究  

│
』 （
1
）

̶ ̶74

ト
を
歴
史
的
に
説
教
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の

説
教
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
神
の
栄
誉
を
告
知
し
て
い
な
い
。
神
の
栄
誉
を

告
知
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
の
物
語 

（G
eschichte

） 

が
次
の

こ
と
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
、
汝
が
教
え
る
と
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
キ
リ

ス
ト
の
物
語 
（G

eschichte

）
は
、
信
仰
す
る
わ
れ
わ
れ
の
義
と
救
い
の
た

め
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、﹇
し
た
が
っ
て
﹈
キ
リ
ス
ト
は
自
分
自
身
の
た

め
に
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
、
父
な
る
神
の
意
志
を
通
し
て
す
べ

て
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
、
キ
リ
ス

ト
の
う
ち
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
属
す
る
こ
と
を
知
る
の
で

あ
る）

46
（

」。
ル
タ
ー
は
、
伝
統
か
ら
、
一
種
の
《
諸
事
実
の
再
構
成
》
と
し
て
の
《
キ

リ
ス
ト
論
》
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
論
的
《
諸
事

実
の
再
構
成
》
に
対
し
、
そ
れ
が
す
で
に
そ
れ
自
体
《
正
し
い
》
キ
リ
ス
ト

論
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
、
ま
さ
に
異
論
を
唱
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
神

と
人
間
に
つ
い
て 

（
つ
ま
り
、
そ
の
人
格
的
一
致
に
お
け
る
神
的
本
性
と
人

間
的
本
性
に
つ
い
て
） 

キ
リ
ス
ト
論
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
諸
事
実
の
再
構
成
の
な
か
で
、
す
で
に
神
つ
い
て
《
正
し
く
》、
そ
し

て
す
で
に
人
間
に
つ
い
て
《
正
し
く
》
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
真

実
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
こ
と
が
初
め
て
起
こ
る
の
は
、
む
し
ろ
次
の
よ

う
な
場
合
で
あ
る
。
つ
ま
り「
キ
リ
ス
ト
の
諸
々
の
物
語 （H

istorien

）」が
、

信
仰
者
の
《
義
》
と
《
救
い
》
の
た
め
に
《
す
で
に
起
こ
っ
て
い
る
》
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
具
合
に
、
そ
れ
ら
が
教
え
ら
れ
、
そ
し
て
説
教

さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
義
認
論
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
に
、
彼
の

行
為
と
苦
し
み
に
、
救
済
論
的
に
重
要
で
な
い
も
の
は
《
何
も
な
い
》
と
い

う
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
時
間
的
に
も
次
の
よ
う
に
定
式
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
神
の
子
と
同
一
で
あ
る
人
間
イ
エ
ス
の
歴
史 

（G
eschichte

） 

は
、
ま
さ
に
決
し
て
《
過
去
の
》
歴
史
で
は
な
く
、
そ
れ
は

《
過
去
の
も
の
》
と
し
て
《
現
在
的
》
で
あ
り
、
そ
し
て
現
在
に
《
影
響
を

及
ぼ
す
》。
義
認
論
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
格
に
お
け
る
神
性
と
人

性
の
人
格
的
一
致
の
《
事
実
》
を
越
え
て
、
そ
の
一
致
の
救
済
論
的
結
合
力

を
明
確
に
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
神
│
人
の
《
存
在
》
に
属
す
る
救
済
論

的
結
合
力
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
そ
れ
を
時
間
的
に
次
の
よ
う
に
定
式

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
義
認
論
は
、
当
時
そ
こ
で
起
こ
っ
た
こ

と
を
そ
の
都
度
の
現
在
と
関
連
づ
け
る
。
し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
は
《
小
教
理

問
答
》
の
な
か
で
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
を
、
彼
の
《
今
こ
こ

で
、
わ
た
し
に
関
わ
る
》
人
格
に
対
す
る
信
仰
と
し
て
説
明
し
た
。
す
な
わ

ち
《
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
真
の
神
、
…
… 

そ
し
て
真
の
人
間
で
も
あ
る

方
が
、
…
… 

わ
た
し
の
『
主
』
で
あ
る）

47
（

》。
義
認
論
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
は
《
わ
れ
わ
れ
の
た
め
》
に
お
ら
れ
る
と
言
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ

は
《
彼
が
誰
で
あ
る
か
》
を
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
義
認
論
は
キ
リ
ス

ト
論
に
何
ら
新
し
い
こ
と
を
つ
け
加
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
論

の
根
本
を
究
明
し
、
そ
れ
が
そ
こ
で
み
い
だ
す
も
の
を
説
明
す
る
、
す
な
わ
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ち
義
と
し
、
そ
し
て
救
う
神
と
、
罪
あ
る
、
そ
し
て
失
わ
れ
た
人
間
を
説
明

す
る
。
義
と
し
、
そ
し
て
救
う
神
と
、
罪
あ
る
、
そ
し
て
失
わ
れ
た
人
間
の

関
係
は
、
ル
タ
ー
に
よ
る
と
、
正
し
い
神
学
一
般
の
本
来
的
対
象
で
も
あ

る）
48
（

。
注

第
一
章 

（
1
） 

F. N
ietzche, Jenseits von G

ut und B
öse, K

ritische G
esam

tausgabe 

（K
G

A

）, hg,von G
. C

olli und M
.M

ontinari, B
d IV

/2, 1968, 65. Siehe dazu 

unten S. 31f.

（
2
） 

M
. L

uther, D
ie P

rom
otionsdisputation von Palladius und T

ilem
ann. 

1537, D
. M

artin L
uthers W

erke. K
ritische G

esam
tausgabe 

（W
eim

arer 

A
usgabe ﹇W

A

﹈）B
d. 39/I, 205, 5

:

《Sine hoc articulo m
undus est plane 

m
ors et tenebrae.

》　

 

（
3
） 

M
. B

uber,G
ottesfinsternis. B

etrachtungen zur B
eziehung zw

ischen 

R
eligion und P

hilosophie, in
:

《ders.

》, W
erke. B

d. 1
:

Schriften zur 

P
hilosophie, 1962, 503

-603.

（
4
） 

ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
、
顔
を
伏
せ
る
と
、
そ
の
ひ
と
の
対
向
者
は
も
は
や
彼
の
目

を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
。
創
世
記
四
・
七
で
は
、
反
対
に
、

顔
を
あ
げ
よ
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
5
） 

E
G

99.

第
二
章

（
1
） 

V
gl. E

. W
olf, D

ie R
echtfertigungslehre als M

itte und G
renze reform

a-

torischer T
heologie, in

:

《ders.

》, Peregrinatio, B
d. 2

:
Studien zur 

reform
atorischen T

heologie, zum
 K

irchenrecht und zur Sozialethik, 

1965, 11
-21.

（
2
） 

D
ie B

ekenntinisschriften der evangelisch
-lutherischen K

irche （B
SL

K

）, 

1992¹¹, 415, 21f.

（
3
） 
M

. Luther, D
er 117. Psalm

 ausgelegt. 1530, W
A

 31/I, 255, 5
-10.

（
4
） 

《D
ers.

》, W
arnung an seine lieben D

eutschen. 1531, W
A

 30/III, 319, 

14
-16.　

類
似
す
る
諸
定
式
が
『
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
・
註
解
』
に
み

ら
れ
る
。「
も
し
も
義
認
の
条
項
が
放
棄
さ
れ
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教

理
全
体
も
同
時
に
放
棄
さ
れ
る 

（am
isso articulo iustificationis am

issa est 

sim
ul tota doctrina C

hristiana

）」（G
orßer G

alaterbriefkom
m

entar. 1535, 

W
A

 40/I, 48, 28f.

）。「
も
し
も
義
認
の
条
項
が
力
を
失
う
な
ら
ば
、
す
べ
て
の

も
の
が
力
を
失
う 

（iacente enim
 articulo iustificationis iacent om

nia

）」

（aaO
., 72, 20f.

）。「
そ
れ
ゆ
え
義
認
条
項
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
冗
談
も
存

在
し
え
な
い （ideo non est iocandum

 cum
 articulo iustifcationis 

）」（aaO
., 

201, 27

）。
そ
し
て
「
…
…
も
し
も
こ
の
条
項
が
立
つ
な
ら
、
教
会
は
立
ち
、

も
し
も
こ
の
条
項
が
倒
壊
す
る
な
ら
、
教
会
は
倒
壊
す
る 

（isto articulo 
stante stat E

cclesia, ruente ruit E
cclesia

）」（In X
V

 Psalm
os graduum

. 

1532/33, W
A

 40/III, 352, 3

）。
さ
ら
に
典
拠
を
増
や
す
の
は
容
易
な
こ
と
で

あ
る
。T

h. M
ahlm

ann 

（A
rt. A

rticulus stantis et 

（vel

） cadentis eccle-
siae, R

G
G
⁴, B

d.1, 1998, Sp. 799f.

）
に
よ
る
と
、articulus stantis et 

cadentis ecclesiae

と
い
う
用
語
法
の
起
源
はFranz Turrettini

に
遡
る
。

M
ahlm

ann

に
よ
る
と
、
こ
の
用
語
法
が
異
常
に
広
が
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の

は
、Friedrich L

oofs

に
よ
る
「
失
敗
、
つ
ま
り
こ
の
用
語
法
の
起
源
に
関
す

る
研
究
の
失
敗
」
で
あ
る （vgl. E

. L
oofs, D

er articulus stantis et cadentis 

ecclesiae, T
hStK

r 90 ﹇1917

﹈, 323
-420

）。

（
5
） 

B
SL

K
 159, 1f. 4

-15.

（
6
） 

M
. L

uther, D
ie P

rom
otionsdisputation von Palladius und T

ilem
ann. 

1537, W
A

 39/I, 205, 2
-5.

《A
rticulus iustificationis est m

agister et prin-

ceps, dom
inus,rector et iudex super om

nia genera doctrinarum
,qui con-

servat et gu
bern

at om
n

em
,doctrin

am
 ecclesiasticam

 et erigit 

c onscientiam
 nostram

 coram
 D

eo.Sine hoc articulo m
undus est plane 

m
ors et tenebrae.

》
さ
ら
に
典
拠
を
増
や
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。

（
7
） 

K
. B

arth, D
ie K

irchliche D
ogm

atik 

（K
D

）, B
d. IV

/1, 1982⁴, 588.　

バ
ル

ト
の
留
保
は
、J. M

oltm
ann, Ӧ

kum
ene unter dem

 K
reuz. E

vangelische 
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Sicht auf die katholische K
irche, E

K
31 

（1998

）. 446
-448.

とE
. B

usch, 

E
in W

ort zur Versöhnung. D
ie D

ebatte um
 die R

echtfertigungslehre aus 

reform
ierter Sicht, N

ZZ N
r. 199 vom

 29./30. A
ugust 1998, 33.

に
よ
っ
て

繰
り
返
さ
れ
た
。M

oltm
ann

もB
usch

も
、
バ
ル
ト
の
命
題
の
要
求
を
義
認

論
の
宗
教
改
革
的
理
解
と
対
比
す
る
努
力
を
行
っ
て
い
な
い
。そ
の
か
ぎ
り
で
、

そ
れ
ら
は
依
然
と
し
て
バ
ル
ト
自
身
の
詳
論
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
。

（
8
） 

V
gl. oben S. 13, A

nm
.1

（
本
書
、
第
二
章
、
注
（
1
））

（
9
） 

K
. B

arth, K
D

 IV
/1, 582.

（
10
） 

A
aO

., 583f.

（
11
） 

A
aO

. 584.

（
12
） 

W
. K

asper, In allem
 C

hristus bekennen.E
inig in der R

echtfertigung-

slehre als M
itte und K

riterium
 des christlichen G

laubens?, K
atholische 

N
a chricten

-A
gentur

-Ӧ
kum

enische Inform
ation 32 vom

 12. A
ugust 

1997, 5
-7, 6.

（
13
） 

G
. E

beling, L
uthers O

rtsbestim
m

ung der L
ehre vom

 heiligen G
eist, 

in
:

《ders.

》, W
ort und G

laube, B
d. 3

:
B

eiträge zur Fundam
entaltheolo-

gie, Soteriologie und E
kklesiologie, 1975, 316

-348, 355.　

こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
、E

. Jüngel. U
m

 G
ottes w

illen
―K

lahrheit !　

K
ritische 

B
em

erkungen zur Verharm
losung der kriteriologischen Funktion des 

R
echtfertigungsartikels ̶

 aus A
nlaß einer ökum

enischen 《G
em

eins-

am
en E

rklärung zur R
echfertigungslehre

》, ZT
hK

 94 
（1997

）, 394
-406.

を
参
照
。

（
14
） 

K
. B

arth, K
D

 IV
/1, 584.

（
15
） 

A
aO

., 585.

（
16
） 

E
. W

olf, D
ie R

echtfertigungslehre als M
itte und G

renze, 12.

（
17
） 

K
. B

arth, K
D

 IV
/1, 585.

（
18
） 

A
aO

. 582f. B
arh

は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
と
し
て
次
の
時
代
を
挙
げ
て
い
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
と
戦
っ
た
時
代
。
宗
教
改
革
と
そ
の

戦
い
の
時
代 

│ 

彼
ら
は
、「
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
「
恵
み
」
の
礼
典
主
義
的

か
つ
道
徳
主
義
的
誤
解
」
と
戦
っ
た
。「
覚
醒
」
の
時
代 

│ 

彼
ら
は
、「
啓

蒙
主
義
の
救
済
理
解
の
世
俗
化
に
対
し
」、
真
に
必
要
な
「
反
動
」
を
示
し
た
。

し
か
し
「
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
時
代
も
」、
そ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
時
代

で
あ
ろ
う 

│ 

そ
れ
に
よ
っ
て
二
十
世
紀
の
諸
々
の
神
学
的
逸
脱
に
「
対
抗

し
う
る
」
茎
が
、「
ま
さ
に
義
認
論
の
な
か
に
成
長
し
て
い
る
こ
と
を
み
い
だ

し
て
」（aaO

., 583

）、
人
び
と
は
喜
ぶ
に
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
バ
ル
ト
は
、
義
認
論
に
認
め
ら
れ
る
「
ま
っ
た
く
特
別
な
機
能
」

を
戦
い
の
教
理
の
機
能 

│ 

彼
自
身
が
「
攻
撃
と
防
衛
」（ebd

） 

に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
。

│ 

と
し
て
規
定
し
て
い
る
。

（
19
） 

E
bd.

（
20
） 

A
aO

., 584.

（
21
） 

A
aO

., 583.

（
22
） 

E
bd.

（
23
） 

A
aO

., 584.

（
24
） 

A
aO

., 588.

（
25
） 

A
aO

., 583.

（
26
） 

E
bd.

（
27
） 

E
bd.

（
28
） 

E
bd.

（
29
） 

E
rnst W

olf

の
論
証
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
決
ま
り
文
句
に
よ
っ
て
決
し
て

成
就
さ
れ
な
い
。

（
30
） 

K
. B

arth, K
D

 IV
/1, 581.

（
31
） 

M
. K

ähler, D
ie W

issenschaft der christlichen L
ehre von dem

 evange-

lischen G
rundartikel aus im

 A
brisse dargestellt,1905³

（N
achdruck 

1994

）, 67 

│ R
. Saarinen

の
論
文 

（D
ie R

echtfertigungslehre als K
ri-

terium
. Zur B

egriffsgeschichte einer ökum
enischen R

edew
endung, 

K
uD

44

﹇1998

﹈, 88
-103

） 

はK
ähler

の
詳
論
を
ま
っ
た
く
正
し
く
取
り
扱
っ

て
い
な
い
。
な
ぜSaarinen

は
、《D

ie W
issenschaft der christlichen 

L
ehre

》
のK

ähler

自
身
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
最
終
版
で
は
な
く
、
第
二
版

を
引
き
合
い
に
出
す
の
か
、
そ
の
理
由
は
た
し
か
に
よ
く
分
か
ら
な
い
。
彼
の

K
ähler

解
釈
は
完
全
に
的
外
れ
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、「K

ähler

自
身
が 

…
… 

彼
の
方
法
の
教
派
主
義
的
特
徴
を
自
覚
し
て
」
い
た
、
そ
し
て
「
そ
れ

ゆ
え
」「
義
認
論
の
代
わ
り
に
、例
え
ば
「
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
信
仰
告
白
」
が
、



四
〇

̶ ̶71

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
記
述
の
た
め
の
、
む
し
ろ
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
「
中
心

命
題
」
を
提
供
で
き
る
の
か
ど
う
か
」
を
「
真
剣
に
」（aaO

., 101

） 

検
討
し
た
。

し
か
し
こ
の
議
論
はK

ähler

の
論
証
を
完
全
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
る
。

K
ähler

は
、
義
認
論
は
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
規
範
に
反
対
す
る
規
範
で
は
な
い

の
か
と
疑
う
、
あ
り
う
る
異
論
を
明
白
に
退
け
、
義
認
論
は
ま
さ
に
古
代
教
会

の
信
仰
告
白
の
適
切
な
解
釈
へ
と
導
く
こ
と
を
指
摘
し
た
。K

ähler

の
「
視
点

は
、
今
日
お
そ
ら
く
時
代
遅
れ
と
み
な
さ
れ
る
」
と
のSaarinen

の
推
測
に

対
し
て
は
、
こ
の
関
連
でK

ähler

が
提
示
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
所
見
を
引

用
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
こ
の
や
り
方
に
関
す
る
浅
薄
な

検
討
に
と
っ
て
」
そ
れ
は
依
然
と
し
て
「
一
面
的
な
教
派
主
義
の
よ
う
に
み
え

る
。
…
… 

そ
の
誠
実
さ
と
綿
密
さ
は
神
学
に
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
性
格
を
保

証
す
る 

│ 

し
か
も
そ
れ
が
、
信
仰
告
白
の
一
貫
し
た
欠
陥
を
拒
絶
す
る
よ

う
に
な
る
と
き
で
さ
え
」（M

. K
ähler, aaO

., 70

）。

│ Saarinen

は
、《
共

同
宣
言 

（G
E

）》
の
若
干
の
弁
護
者
た
ち
に
お
け
る
判
断
基
準
の
概
念
の
取
り

扱
い
に
対
す
る「Jüngel

の
批
判
」に「
事
柄
に
即
し
て
対
抗
す
る
た
め
に
」（R

. 

Saarinen, aaO
., 89

）、
彼
の
論
文
を
起
草
し
た
。
彼
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
福

音
主
義
ル
ー
テ
ル
教
会
の
監
督
会
議
がG

E
18

に
関
し
て
下
し
た
「
解
釈
学
的

決
定
」（
こ
れ
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
監
督
会
議 

（N
r. 1/1997

）
が
教
会
会
議 

（16.9. 1997, 12

）
に
提
案
し
た
も
の
。
な
お
、
本
書
に
お
け
る
引
用
は
、
そ

の
ド
イ
ツ
語
訳
か
ら
の
引
用
。）
に
同
意
し
つ
つ
、
そ
れ
を
引
き
合
い
に
出
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
義
認
論
の
唯
一
無
比
性
の
ル
タ
ー
派
に
よ
る
強

調
は
、
… 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
内
容
は
義
認
論
に
《
要
約
》
さ
れ
う
る
と
い

う
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」。
誰
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
だ

ろ
う
か
。
ル
タ
ー
派
の
監
督
た
ち
は
、
こ
の
「
解
釈
学
的
決
定
」
を
次
の
よ
う

に
根
拠
づ
け
て
い
る
。「
な
ぜ
な
ら
ル
タ
ー
派
の
人
び
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
信
仰

の
真
理
の
文
脈
と
重
要
性
を
否
定
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
こ
う
し
て
こ
の
文

書
で
は
、
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
特
徴
的
な
こ
の
よ
う
な
狭
隘
化
が
間

接
的
に
回
避
さ
れ
て
い
る
」。Saarinen

は
、
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に

対
し
て
な
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
影
口
、
つ
ま
り
「
還
元
主
義
的 

…
… 

理
解
が 

…
… E

K
U

/V
E

L
K

D

に
お
け
る
若
干
の
ル
タ
ー
派
の
神
学
者
た
ち
に
よ
る
討

議
の
な
か
で
も
主
張
さ
れ
て
い
る
」（R

. Saarinen, aaO
., 102f.

） 

と
み
て
い
る
。

わ
た
し
は
、
自
分
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
と
推
測
し
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
の
監
督
た
ち
やR

. Saarinen

に
は
、
義
認
条
項
の
《
判
断
基
準
と
し
て
の

機
能
》
の
こ
の
よ
う
な
《
要
約
》
は
、
初
め
か
ら
不
必
要
で
不
可
能
な
も
の
と

さ
れ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
「
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
の
内
容
が
義
認
論
に
要
約
さ
れ
る
」
と
す
れ
ば
、
何
の
目
的
で
、
義
認

条
項
は
さ
ら
に
判
断
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か 

│ 

次
の
よ
う

なSaarinen

の
主
張 

（aaO
., 101 A

nm
. 71

） 

に
、
わ
た
し
は
ま
っ
た
く
途
方

に
く
れ
て
し
ま
う
。
彼
に
よ
る
と
、
わ
た
し
は
、「
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
界
」

に
お
い
て
、
義
認
条
項
の
重
要
性
に
関
す
る
ル
タ
ー
の
有
名
な
諸
々
の
言
葉 

（
前
掲
、
注
6
を
参
照
） 

が
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
」
こ
と
に
不
平
を
も
ら

し
て
い
る
。
し
か
しSaarinen

に
よ
る
と
、「
そ
れ
と
反
対
の
こ
と
が
起
こ
っ

て
い
る
」。
わ
た
し
は
、Saarinen

に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
わ
た
し
の
論
文
の
、

彼
に
よ
っ
て
彼
の
主
張
の
典
拠
と
し
て
指
示
さ
れ
た
頁 

（E
. Jüngel, U

m
 

G
ottes w

illen 

― K
larheit !, 400

） 

を
何
度
も
読
み
返
し
て
み
た
が
、
わ
た
し

が
鳴
ら
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
た
不
平
を
示
唆
す
る
も
の
は
み
つ
か
ら
な
か
っ

た
。
論
文
全
体
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
暗
示
は
み
ら
れ
な
い
。
今
や
こ
れ
は

も
ち
ろ
ん
、「Jüngel

の
批
判
に
、
事
柄
に
即
し
て
対
抗
す
る
」
に
は
、
あ
ま

り
に
奇
妙
な
方
法
で
あ
る
。

（
32
） 

M
. K

ähler, D
ie W

issenschaft der christlichen L
ehre, 69.

（
33
） 

K
. B

arth, K
D

 IV
/1, 576.

（
34
） 

A
aO

., 577.

（
35
） 

E
bd.

（
36
） 

A
aO

., 578.

（
37
） 

A
aO

., 589.　
《
和
協
信
条
》
は
、す
で
に
パ
ウ
ロ
（
一
コ
リ
五
・
六
、ガ
ラ
五
・
九
） 

を
引
き
合
い
に
だ
し
て
、
パ
ン
種
の
譬
え
を
用
い
て
い
た
。「
こ
の
条
項
に
つ

い
て
パ
ウ
ロ
は
特
に
、「
わ
ず
か
の
パ
ン
種
が
生
地
全
体
を
酸
っ
ぱ
く
す
る
」

と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
こ
の
条
項
の
な
か
で
排
他
的
用
語
を
非
常

に
熱
心
に
、
そ
し
て
ま
じ
め
に
強
調
し
て
い
る
」（F

C
. SD

 III, B
SL

K
 916, 

34
-917, 2

）。

（
38
） 

K
. B

arth, K
D

/1, 135.

（
39
） 

A
aO

., 136.



四
一

エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
『
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
と
し
て
の
、
神
な
き
者
の
義
認
の
福
音 

│ 

エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
を
目
指
す
神
学
的
研
究  

│
』 （
1
）

̶ ̶70

（
40
） 

A
aO

., 300.

（
41
） 

E
bd.　

例
え
ば
、
個
別
的
に
は
、K

D
 I/2, 1983⁷, 387ff.

の
義
認
条
項
に
よ
る

人
間
の
宗
教
の
批
判
を
参
照
。

（
42
） 

D
ers. K

D
 IV

/1, 589
（
43
） 

A
aO

. 588.
（
44
） 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、R

. Schw
arz, Luthers R

echtfertigungslehre als E
ck-

stein der christlichen T
heologie und K

irche, ZT
hK

. B
10 （1998

）, 14
-46.

を
参
照
。

（
45
） 

E
bd.

（
46
） 

M
. Luther, O

perationes in Psalm
os. 1519

-21, W
A

 5, 543, 13
-21

:

《
…
… 

non solum
 res, sed et usum

 rerum
 exprim

it. M
ulti einim

 C
hristum

 

praedicant, sed ita,ut usum
 et benefitium

 eius nunquam
 intelligant aut 

dicant, ut facit vulgus illud concionatorum
, qui non nisi historias C

hristi 

praedicant, dum
 optim

e praedicant. A
t non est christiana praedicatio, si 

historice C
hristum

 praedices, non hoc gloriam
 dei praedicare est, Sed si 

docueris, historiam
 C

hristi eo pertinere,ut nobis prosit credentibus ad 

iustitiam
 et salutem

, ut non sibi, sed nobis om
nia fecerit voluntate dei 

patris, et om
nia, quae in C

hristo sunt,nostra esse sciam
us

》. V
gl. aber 

auch 

《ders

》, A
uslegung deutch des Vaterunsers für die einfältigen 

L
aien. 1519, W

A
2, 113. 5

-114, 4
;

《ders.

》, Von der Freiheit eines C
hris-

tenm
enschen. 1520, W

A
 7, 29, 7

-30, 30. 

 

　

M
elanchthon

に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
《A

polgie der C
onfessio A

ugus-

tana

》
も
参
照
。「
そ
れ
ゆ
え
、
神
の
前
に
敬
虔
で
、
義
と
す
る
信
仰
は
、
わ

た
し
は
、
キ
リ
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
苦
し
ん
だ
か
と
い
う
諸
々

の
歴
史 

（die H
istorien

） 

を
知
っ
て
い
る 

（
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
悪
魔
も
知
っ

て
い
る
）
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
確
信
な
い
し
心
か
ら

の
確
か
で
強
い
信
頼
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
わ
た
し
の
功
績
な
し

に
、
仲
保
者
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
、
罪
の
赦
し
、
恵
み
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
救

い
が
わ
た
し
に
提
供
さ
れ
る
神
の
約
束
を
、
わ
た
し
は
心
全
体
で
、
確
か
で
真

実
で
あ
る
と
み
な
す
。
そ
し
て
誰
も
、
そ
れ
は
諸
々
の
歴
史
の
単
な
る
知
識
に

す
ぎ
な
い
と
思
い
違
い
を
し
た
り
し
な
い
。
わ
た
し
は
こ
こ
で
、
こ
う
付
け
加

え
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
信
仰
は
、
わ
た
し
の
心
全
体
が
キ
リ
ス
ト
の
宝
を
受

け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
信
仰
は
、
わ
た
し
の
行
為
で
も
、
わ
た
し
の
贈
り
物

で
も
、
贈
与
で
も
な
い
。
信
仰
は
、
わ
た
し
の
業
な
い
し
準
備
で
も
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
、
神
が
わ
れ
わ
れ
に
贈
り
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
が
彼
に
贈
り
、
彼
に
与
え
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
、
そ
し
て
神
が
キ

リ
ス
ト
に
お
け
る
恵
み
の
す
べ
て
の
宝
を
わ
れ
わ
れ
に
注
ぎ
か
け
る
こ
と
に
、

心
は
慰
め
を
覚
え
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
完
全
に
信
頼
す
る
」 （A

pol C
A

 IV, 

B
SL

K
 169

-170, 11

）。

（
47
） 

B
SL

K
 511, 23

-26.

（
48
） 

V
gl. M

. Luther, E
narratio des 51. Psalm

s. 1532, W
A

 40/II, 328, 1f.:

《ut 
proprie sit subiectum

 T
heologiae hom

o reus et perditus et deus iustifi-

cans vel salvator 

…
…
神
学
の
本
来
的
対
象
は
、
罪
あ
る
、
そ
し
て
失
わ
れ

た
人
間
と
、
義
と
す
る
神
と
救
済
者
で
あ
る
》。
こ
の
理
解
に
つ
い
て
は
、G

. 

E
beling, C

ognitio D
ei et hom

inis,in
:

《ders.

》, L
utherstudien, B

d, I, 

1971, 221
-272.

を
参
照
。




