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一
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﹇
翻
訳
﹈『

組
織
神
学
を
学
ぶ
人
び
と
の
た
め
に

 　
　
　
　
　

―
― 

組
織
神
学
の
主
要
著
作
』（
III
）

ペ
ト
ゥ
ル
・
ガ
ル
ス
、
レ
ベ
ッ
カ
・
A
・
ク
ラ
イ
ン

（
佐
々
木
勝
彦
訳
）

第
七
章　

神
学
的
弁
証
論:

体
系
に
お
け
る
真
理
と
歴
史

　

キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
は
、
そ
の
開
始
以
来
、
弁
証
論
的
次
元
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
真
理

を
主
張
す
る
他
の
諸
々
の
立
場
に
対
し
、
理
性
の
助
け
を
得
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
真
理
を
弁
護
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。

キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
々
の
立
場
に
対
す
る
開
放
性
は
、
必
ず
こ
の
よ
う
な
姿
勢
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、

そ
れ
ら
の
立
場
が
少
な
く
と
も
批
評
に
値
す
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
話
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
弁
護
は
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二

意
味
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
P
・
テ
ィ
リ
ヒ
の
場
合
の
よ
う
に
、
神
学
は
い
つ
も
そ
の
弁
証
的
な
態
度
に

基
づ
い
て
綱
領
的
に
構
想
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
相
関
の
方
法
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
真
理
の
展
開
を
彼
の
時
代

の
諸
々
の
知
的
問
題
提
起
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
哲
学
的
問
い
と
神
学
的
答
え
は
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
、
相
互
に
相
手
を

参
照
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
問
い
は
単
に
答
え
を
誘
発
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
答
え
に
よ
っ
て
そ

の
問
い
は
そ
も
そ
も
初
め
て
正
し
く
定
式
化
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
神
学
的
弁
証
学
は
、
し
ば
し
ば
、
宗
教
に
い
か
な
る
合
理
性
も
認
め
な
い
、
宗
教
に
批
判
的
な
諸
々
の
声
と
対
決

す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
強
力
な
異
議
申
し
立
て
は
、
今
日
一
般
に
次
の
よ
う
な
見
解
に
も
屈
し
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
信

仰
と
は
、
個
々
人
の
私
的
な
領
域
に
の
み
属
す
る
主
観
的
な
状
況
を
意
味
す
る
と
の
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
大

部
分
の
神
学
に
と
っ
て
重
要
な
関
心
事
で
あ
る
宗
教
的
確
信
の
普
遍
的
な
真
理
要
求
も
同
じ
よ
う
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
普
遍
性
の
要
求
が
満
た
さ
れ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
内
容
が
他
の
知
的
財
産
と
両
立
し
う
る
も
の
と
し
て
叙
述

さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
の
は
、そ
の
知
的
財
産
の
全
体
も
統
一
的
な
指
示
連
関
（
体
系
）

に
お
い
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
普
遍
性
と
体
系
化
は
相
互
に
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
、
多
く
の
人
び
と
が
W
・
パ

ネ
ン
ベ
ル
ク
の
神
学
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
凌
駕
性
へ
の
要
求
に
通
じ
て
い
る
。
全
体
の
み
が
真
理

で
あ
り
う
る
が
ゆ
え
に
、
神
学
的
言
説
の
正
し
さ
の
立
証
は
、
全
体
と
し
て
の
真
理
と
そ
の
言
説
の
関
連
性
お
よ
び
対
応
性

を
確
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
功
す
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
場
合
、真
理
の
認
識
の
歴
史
も
常
に
真
理
に
属
し
て
い
る
。
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三

歴
史
に
お
い
て
真
理
の
認
識
は
断
片
的
に
生
ず
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
真
理
は
歴
史
の
終
り
か
ら
初
め
て
、
し
た
が
っ

て
神
御
自
身
か
ら
、
明
ら
か
に
な
る
。
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四

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ヒ

　
『
組
織
神
学　

I
―
III
』

ペ
ト
ゥ
ル
・
ガ
ル
ス

一　

略　
　

歴

　

パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ネ
ス
・
オ
ス
カ
ー
・
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
一
八
八
六
年
八
月
二
十
日
に
生
ま
れ
た
。
彼
は
福
音
主
義
神
学
を
学

び
、
ま
た
哲
学
に
対
し
て
も
強
い
関
心
を
抱
い
た
。
彼
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
神
学
者
M
・
ケ
ー
ラ
ー
と

F
・
W
・
J
・
シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
で
あ
っ
た
。
彼
の
二
つ
の
学
位
請
求
論
文
す
な
わ
ち
哲
学 

（
一
九
一
〇
年
。T

illich 

1998

を
参
照
）
と
神
学
（
一
九
一
二
年
。T

illich 1989
を
参
照
） 

の
学
位
請
求
論
文
も
、シ
ェ
リ
ン
グ
を
取
り
上
げ
て
い
た
。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
は
、
そ
れ
以
来
一
生
涯
、
テ
ィ
リ
ヒ
に
影
響
を
与
え
続
け
た
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
は
、
テ
ィ
リ
ヒ
に
と
っ
て
彼
の
人
生
の
最
も
深
刻
な
分
岐
点
と
な
っ
た
。
死
の
直
接
的
な
体
験
は
彼
の

そ
れ
ま
で
の
観
念
論
に
明
確
な
限
界
を
突
き
つ
け
た
。彼
の
思
想
は
今
や
実
存
主
義
的
特
徴
を
強
く
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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五

　

一
九
一
九
年
以
後
、
比
較
的
短
い
期
間
に
、
テ
ィ
リ
ヒ
は
彼
の
神
学
の
基
本
的
方
向
性
と
構
造
を
展
開
し
た 

―
― 

彼
は

死
ぬ
ま
で
あ
ま
り
大
き
な
変
更
を
加
え
ず
に
、
ま
た
わ
ず
か
に
そ
の
強
調
点
を
移
行
さ
せ
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
保
持
し

た
。
彼
は
ベ
ル
リ
ン
で
ま
ず
私
講
師
と
し
て
講
義
し
、
一
九
二
四
年
に
、
員
外
教
授
と
し
て
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
招
か
れ
た
。

そ
こ
で
彼
は
M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
と
接
触
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
二
五
年
に
は
す
で
に
ド
レ
ス
デ
ン
へ
、
そ
し
て

次
に
ハ
レ
へ
と
移
っ
た
。
一
九
二
九
年
か
ら
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
哲
学
の
教
授
と
し
て
勤
め
た
。

　

一
九
三
三
年
、
テ
ィ
リ
ヒ
は
そ
の
教
授
職
の
停
職
を
命
じ
ら
れ
、
そ
し
て
解
雇
さ
れ
た
。
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
の
同
僚
た
ち

に
よ
る
提
案
、
つ
ま
り
客
員
講
師
と
し
て
、
ま
た
後
に
は
客
員
教
授
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
で
教
え
る

と
い
う
提
案
を
受
け
入
れ
た
。
こ
れ
は
彼
に
と
っ
て
第
二
の
深
刻
な
分
岐
点
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
有
名
な
ド
イ
ツ

の
教
授
か
ら
む
し
ろ
無
名
な
ア
メ
リ
カ
の
教
授
へ
と
転
身
し
、
今
や
彼
の
思
想
全
体
を
ド
イ
ツ
語
か
ら
英
語
に
移
し
変
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
彼
は
次
第
に
特
に
そ
の
説
教
で
有
名
に
な
っ
た 

―
― 

後
に
そ
の
説
教
は
、

ド
イ
ツ
語
で
三
巻
か
ら
成
る
《R

eligiöse R
eden

》
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
五
十
年
代
ま
で
テ
ィ
リ
ヒ
は
、（
そ
れ
以
前
の

資
格
認
定
の
た
め
の
著
作
は
別
と
し
て
） 

実
際
に
は
比
較
的
短
な
予
備
研
究
と
論
文
し
か
書
か
な
か
っ
た
。
百
頁
以
上
の
も

の
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
あ
っ
と
い
う
ま
に
有
名
に
な
っ
た
。『
存
在
へ
の
勇
気
』（
一
九
五
二
年
）、『
愛
、

力
、
正
義
』（
一
九
五
四
年
）、『
信
仰
の
動
態
』（
一
九
五
七
年
）、
そ
し
て
包
括
的
な
『
組
織
神
学
I
―
III
』（
一
九
五
一
―

六
三
年
﹇
以
下
、ST

hI

―III

と
略
記
﹈）
が
そ
れ
ら
で
あ
り
、
ま
ず
最
初
に
英
語
版
が
、
そ
し
て
次
に
ド
イ
ツ
語
版
が
出
版
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六

さ
れ
た
。
テ
ィ
リ
ヒ
は
か
つ
て
こ
う
述
べ
た
。
そ
れ
ら
は
た
し
か
に
も
と
も
と
英
語
で
書
か
れ
た
が
、
常
に
ド
イ
ツ
語
で
考

え
ら
れ
て
い
た
、
と
。
一
九
五
九
年
以
来
、《
全
集
》
が
刊
行
さ
れ
た
。
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
そ
の
間
に
世
界
的
に
有
名
な
神
学

者
と
な
り
、
一
九
五
五
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
へ
、
そ
し
て
最
後
に
一
九
六
二
年
に
シ
カ
ゴ
へ
移
り
、
そ
こ
で
一
九
六
五
年
十
月

二
二
日
に
亡
く
な
っ
た
。

二　

作　
　

品

二
・
一　

作
品
の
位
置
づ
け

　
『
組
織
神
学
』
は
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ヒ
の
包
括
的
か
つ
体
系
的
著
作
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
成
熟
し
た
後
期
の
思
想
の

果
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
K
・
バ
ル
ト
の
神
学
が
広
範
に
指
導
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
時
代
に
生
ま
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
テ
ィ
リ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
は
ア
メ
リ
カ
で
書
か
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
観
念
論
的
神
学
と
哲
学
に
強
く
影
響

を
受
け
た
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
彼
の
思
想
を
ド
イ
ツ
語
か
ら
英
語
に
翻
訳
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
見
い
だ
す
よ
う
に
強
い

ら
れ
た
。
彼
はST

h

に
お
い
て
古
典
的
教
義
学
の
範
囲
全
体
を
実
質
的
に
加
工
し
た
。
伝
統
的
な
教
義
学
の
素
材
は
新
し

い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
捉
え
直
さ
れ
た
。
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
全
体
を
五
部
に
分
け
、
各
部
の
最
初
に
人
間
実
存
の
人
間
学

的
分
析 

―
― 

こ
れ
に
、
そ
の
分
析
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
た
問
い
の
神
学
的
加
工
が
続
く 

―
― 

を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
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七

が
、
こ
の
作
品
の
全
体
構
造
を
規
定
し
て
い
る
彼
の
一
連
の
厳
密
な
方
法
、
す
な
わ
ち
相
関
の
方
法
で
あ
る
。

二
・
二　

構
成:

相
関
の
方
法

　

以
下
の
体
系
は
、〈
相
関
の
方
法
〉
の
助
け
を
得
て
使
信
と
状
況
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

状
況
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
々
の
問
い
を
、
使
信
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
々
の
答
え
と
相
関
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
は
、
問
い
か
ら
答
え
を
導
き
出
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
問
い
と
何
の
関
係
も
な
い
答
え
を
与
え
る
の
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、
問
い
と
答
え
、
状
況
と
使
信
、
人
間
の
実
存
と
神
の
自
己
啓
示
を
相
関
さ
せ
る
。
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
方

法
は
、
恣
意
的
に
操
作
で
き
る
道
具
で
は
な
い
。
そ
れ
は
策
略
で
も
、
機
械
的
技
巧
で
も
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
自
体
神

学
的
言
説
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
神
学
的
言
説
と
同
様
に
、
情
熱
と
冒
険
へ
の
勇
気
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
る
。
そ
し

て
結
局
そ
れ
は
、
そ
れ
に
基
づ
く
体
系
の
一
部
で
あ
る
。
体
系
と
方
法
は
共
属
し
合
っ
て
お
り
、
互
い
に
評
価
さ
れ
る

べ
き
な
の
で
あ
る
（ST

h I, 15

）。

　

相
関
の
方
法
は
《
神
学
的
》
方
法
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ヒ
に
よ
る
と
、
し
か
も
神
学
そ
れ
自
体
と
同
様
に
古
い
も
の
で
あ
る

（ST
h II, 22

）。
そ
れ
は
、
人
間
の
状
況
と
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
を
結
合
す
る
。
テ
ィ
リ
ヒ
に
と
っ
て
そ
れ
は
、《
ひ
と
つ
の
》

現
実
の
ふ
た
つ
の
、
事
実
上
そ
れ
以
上
遡
及
で
き
な
く
、
さ
ら
に
互
い
に
還
元
で
き
な
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。
人
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八

間
は
彼
自
身
の
規
定
を
問
う
。
し
か
し
人
間
は
そ
の
規
定
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
自
分
で
自
分
に
答
え
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
の
疎
外
さ
れ
た
《
実
存
》（
し
た
が
っ
て
堕
罪
後
の
、実
際
の
堕
落
し
た
現
実
）
は
、そ
れ
自
体
、

人
間
の
実
存
の
元
来
の
規
定
に
対
す
る
問
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
《
本
質
》
に
つ
い
て
の
問
い
で

あ
る
、
つ
ま
り
堕
罪
以
前
に
あ
っ
た
、
そ
し
て
再
び
回
復
さ
れ
る
べ
き
、
神
の
被
造
物
と
し
て
の
元
来
の
形
態
に
つ
い
て
の

問
い
で
あ
る
。《
人
間
は
、
自
分
が
何
か
問
い
を
発
す
る
そ
れ
以
前
に
、
自
分
自
身
を
問
う
問
い
で
〈
あ
る
〉》（ST

h I, 

76

）。
答
え
は
、《
存
在
そ
れ
自
体
》
で
あ
る
神
か
ら
の
み
や
っ
て
来
る
。
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
れ
が
実
存
で
あ
れ
、

あ
る
い
は
本
質
で
あ
れ
、
こ
の
お
方
に
参
与
し
、
こ
の
お
方
は
本
質
と
実
存
の
彼
方
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
答
え
は
、

啓
示
〈
の
中
に
〉、
啓
示
〈
と
共
に
〉、
啓
示
〈
を
通
し
て
〉
や
っ
て
来
る
。
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
啓
示
は
い
か
な
る
人
間
の
実
存

的
問
い
に
も
答
え
を
も
た
ら
す
と
確
信
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
相
関
の
方
法
は
問
い
を
浮
き
彫
り
に
し
、
啓
示
の
、
そ
れ

に
対
応
し
て
定
式
化
さ
れ
る
答
え
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

問
い
も
答
え
も
具
体
的
に
、
そ
し
て
繰
り
返
し
新
た
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
ィ
リ
ヒ
の
場
合
、
そ
れ

は
二
つ
の
異
な
る
専
門
学
科
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
《
哲
学
》
は
実
存
を
〈
下
か
ら
〉
分
析
す
る
。
そ
れ
は
人
間

の
現
存
在
を
診
断
し
、
そ
れ
に
よ
り
実
存
的
問
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
こ
れ
に
対
し
《
神
学
》
は
、
啓
示
の
側
か
ら
答
え

を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
哲
学
は
究
極
的
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
問
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
神
学
者
も
ま
ず
ひ
と
り
の
哲
学
者
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
哲
学
者
の
よ
う
に
学
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九

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

神
学
者
で
は
な
い
哲
学
者
と
、
哲
学
者
と
し
て
実
存
の
分
析
に
従
事
す
る
神
学
者
と
の
相
違
は
、
た
だ
次
の
点
に
あ

る
。
つ
ま
り
、
哲
学
者
は
よ
り
広
い
哲
学
的
研
究
の
一
部
分
と
な
る
よ
う
な
分
析
を
試
み
る
の
に
対
し
、
神
学
者
は
彼

の
分
析
の
成
果
を
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
神
学
的
概
念
と
関
連
づ
け
よ
う
と
試
み
る
。
し
か
し
こ
れ

に
よ
り
、
神
学
者
の
哲
学
的
研
究
が
他
律
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
彼
は
神
学
者
と
し
て
、
何
が
哲
学

的
真
理
で
あ
る
の
か
を
決
定
し
な
い
し
、
ま
た
彼
は
哲
学
者
と
し
て
、
神
学
的
真
理
に
関
す
る
見
解
を
差
し
控
え
る
。

し
か
し
彼
は
、
人
間
の
実
存
と
実
存
一
般
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
が
彼
に
と
っ
て
意
味
深
く
、
ま
た
理
解
可
能
に
思

わ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
見
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
の
眼
は
一
部
、
彼
に
無
制
約
的
に
関
わ
っ
て
来
る
も
の
に
向
け
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
哲
学
者
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
見
る
行
為
は
自
律
的

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
彼
の
経
験
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
対
象
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
彼
が
何
か
を
見
る
と
き
、
彼
は
、
そ
れ
を
彼
の
神
学
的
答
え
の
光
の
中
で
見
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
な
い
。
彼

は
、
彼
が
見
た
も
の
に
固
執
し
、
彼
の
神
学
的
答
え
を
新
た
に
定
式
化
す
る
。
彼
は
、
彼
が
見
る
何
も
の
も
、
彼
の
答

え
の
核
心
を
変
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
核
心
は
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
お
い

て
現
れ
た
存
在
の
《
ロ
ゴ
ス
》
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
こ
れ
が
彼
の
前
提
で
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
彼
の
哲
学
的
良
心

240

10086178-07.indd   九 2011/04/07   15:38:24



―　　―

一
〇

あ
る
い
は
彼
の
神
学
的
関
心
事
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（ST

h I, 78

）。

　

問
い
の
定
式
化
の
際
に
神
学
者
が
ひ
と
り
の
哲
学
者
に
な
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
反
対
に
哲
学
者
は
、
彼
が
答
え
を

定
式
化
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
に
、
ひ
と
り
の
神
学
者
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、《
も
し
も
哲
学
者
が
、
そ
れ
ら
﹇
つ
ま
り
究
極

的
な
問
い
﹈
に
答
え
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、﹇
そ
し
て
創
造
的
な
哲
学
者
は
だ
れ
も
が
そ
の
こ
と
を
試
み
て
き
た
﹈、
彼
は

ひ
と
り
の
神
学
者
と
な
る
》（T

illich 1962, 28

）。
し
た
が
っ
て
哲
学
者
と
神
学
者
の
間
の
境
界
線
は
二
人
の
人
物
の
間
に

で
は
な
く
、
問
題
設
定
と
方
向
性
の
点
で
異
な
る
二
つ
の
思
惟
様
式
の
間
に
延
び
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
現
実
全
体
を
考

え
よ
う
と
す
る
者
は
誰
で
も
双
方
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
受
け
入
れ
、
定
式
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
要
求
を
掲
げ

て
い
る
。

　

問
い
と
答
え
は
、
相
互
に
独
立
し
て
い
る
と
同
時
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
答
え
は
問
い
か

ら
独
立
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
答
え
は
、
実
存
の
彼
方
か
ら
や
っ
て
来
る
の
で
あ
り
、
問
い
か
ら
抽
出
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
答
え
は
、
新
た
な
、
驚
く
べ
き
、
そ
し
て
予
期
せ
ぬ
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
た
ら
す
。
問
い
は
答
え
の

源
泉
で
は
な
い
。
し
か
し
答
え
は
、
実
存
に
対
し
、
具
体
的
な
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
語
ら
れ
る
。
た
し
か
に
答
え
は

実
質
的
に
独
立
し
て
い
る
が
、
し
か
し
形
式
的
に
は
、
ま
さ
に
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
そ
の
問
い
に
依
存
し
て
い

る
。
こ
の
依
存
性
は
し
か
し
他
の
方
向
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
人
間
が
い
つ
も
す
で
に
問
い
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
神
も
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一
一

い
つ
も
す
で
に
答
え
を
与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
問
い
は
同
時
に
答
え
に
よ
っ
て
前
成
さ
れ
、神
へ
と
向
け
ら
れ
る
（vgl.

ST
h II, 22

）。

　

そ
れ
ゆ
え
相
関
の
方
法
の
第
二
歩
目
は
、《
事
実
上
》
第
三
歩
目
の
一
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
問
い
と
答
え
の
基
礎
に
な
っ

て
い
る
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
の
偉
大
な
括
弧
で
あ
る
神
御
自
身
が
踏
み
出
す
、
意
の
ま
ま
に
し
え
な
い
第
一
歩
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
相
関
の
方
法
は
厳
密
な
意
味
で
の
神
学
的
方
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
中
で
は
、
い
つ
も
す
で
に
神
か
ら
考

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
初
め
に
あ
る
の
は
、
問
い
つ
つ
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
神
に
由
来
し
、
存
在
そ
れ
自
体
で

あ
る
神
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
と
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
統
一
点
は
ま
っ
た
く
別
の
地
平
に
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
そ
れ
は
そ
も
そ
も
ま
ず
、
そ
の
答
え
は
、
そ
の
答
え
と
問
い
と
の
非
連
続
性
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
問
い
そ
れ
自
体
と

関
連
づ
け
ら
れ
う
る
と
い
う
可
能
性
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
洞
察
は
、
テ
ィ
リ
ヒ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
、
常
に
共
に

考
慮
さ
れ
る
べ
き
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

　

相
関
の
方
法
は
テ
ィ
リ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
の
構
成
と
全
体
構
造
を
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
五
部
か
ら
成
る
全
体

に
お
い
て
、
状
況
は
使
信
と
対
置
さ
れ
、
互
い
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
各
部
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
大
き
な
項
目
か
ら
成
っ

て
い
る
。
I
《
啓
示
と
理
性
》、
II
《
存
在
と
神
》（
第
一
巻
）、
III
《
実
存
と
キ
リ
ス
ト
》（
第
二
巻
）、
IV
《
生
と
霊
》、
V

《
歴
史
と
神
の
国
》（
第
三
巻
）。
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一
二

二
・
三　

内
容
の
基
本
線

　

ま
ず
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
組
織
神
学
の
源
泉
と
形
式
的
お
よ
び
実
質
的
規
範
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
彼
の
全
体

系
を
支
え
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
い
ず
れ
の
神
学
も
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
あ
る
命
題
が
神
学
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ

る
の
か
を
決
め
る
二
つ
の
形
式
的
判
断
基
準
を
知
っ
て
い
る
。
第
一
、《
神
学
の
対
象
は
、
わ
れ
わ
れ
に
無
制
約
的
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
》（ST

h I, 19f

）。
第
二
、《
わ
れ
わ
れ
に
無
制
約
的
に
関
わ
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
と
非
存
在
に
つ

い
て
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
》（ST

h I, 21

）。
二
つ
の
定
式
と
も
、
意
図
的
に
内
容
の
面
で
未
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
神
学
的

言
明
の
内
容
的
規
定
は
、
組
織
神
学
の
源
泉
か
ら
汲
み
と
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
繰
り
返
し
提
示
さ
れ
、

ま
た
《
ほ
ぼ
無
制
約
的
な
充
溢
》
を
指
し
示
す
三
つ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
《
聖
書
、
教
会
史
、
宗
教
と
文
化
の
歴
史
》（ST

h 

I, 51

） 

を
知
っ
て
い
る
。
聖
書
は
組
織
神
学
者
に
と
っ
て
基
本
的
な
源
泉
で
あ
る
が
、
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
実
質
的
な

規
範
の
方
が
、
形
式
的
判
断
基
準
と
源
泉
に
優
先
し
て
い
る
。
こ
の
規
範
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
の
媒
体
で
あ
る
聖
書
と

伝
統
か
ら
取
り
出
さ
れ
、
テ
ィ
リ
ヒ
は
そ
れ
を
、《
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
お
け
る
新
し
い
存
在
》（ST

h I, 62

）
と

い
う
定
式
で
理
解
し
て
い
る
。
聖
書
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
こ
の
規
範 

―
― 

そ
の
内
容
は
再
び
聖
書
の
使
信
そ
れ
自
体
を
表

し
て
い
る 

―
― 

は
、
そ
れ
自
体
、
同
時
に
他
の
す
べ
て
の
下
位
の
判
断
基
準
と
人
間
的
経
験
の
判
断
基
準
で
も
あ
る （ST

h 

I, 65

）。
こ
の
規
範
と
称
す
る
も
の
の
展
開
が
、
テ
ィ
リ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
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一
三

二
・
三
・
一　

理
性
と
啓
示

　

組
織
神
学
の
説
明
は
存
在
論
的
問
題
提
起
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ヒ
は
、人
間
の
実
存
と
神
の
啓
示
の〈
本
質
〉を
、

つ
ま
り
人
間
と
、
神
に
対
す
る
そ
の
関
係
の
不
可
欠
な
根
拠
を
根
源
的
な
仕
方
で
問
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
存
在
を
問
題
に
す

る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
神
か
ら
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
存
在
は
、
主
観
的
お
よ
び
客

観
的
理
性
の
形
態
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
《
ロ
ゴ
ス
》
の
同
一
の
構
造
に
与
っ
て
い
る
。
主
観
的
理
性
は
霊
の
構
造
で
あ
り
、

客
観
的
理
性
は
現
実
の
合
理
的
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
個
々
の
理
性
は
現
実
を
認
識
し
、
し
た
が
っ
て
神
御
自
身
を
も
そ

の
共
通
の
根
拠
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
性
は
こ
の
構
想
力
を
通
し
て
、
主
観
的
理
性
と
客
観
的
理
性
の
彼
方

に
あ
る
そ
の
根
拠
に
基
づ
き
、
自
ら
を
凌
駕
す
る
も
の
を
指
し
示
す
。
こ
れ
は
、
し
か
し
そ
れ
に
対
す
る
答
え
が
彼
岸
か
ら

や
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
存
的
問
い
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
理
性
に
は
、
実
存
の
諸
制
約
の
中
で
そ
の
自
ら
の
根
拠
は

隠
さ
れ
た
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
大
切
な
の
は
、理
性
が
自
ら
啓
示
に
つ
い
て
問
う
問
い
を
提
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
理
性
は
、
そ
の
根
拠
が
理
性
自
身
と
は
異
な
る
何
も
の
か
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

　

啓
示
に
お
い
て
起
こ
る
の
は
、《
人
間
の
認
識
に
と
っ
て
存
在
の
根
拠
が
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
》（ST

h I, 114

） 

と

い
う
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
存
在
の
根
拠
は
、
啓
示
に
お
い
て
そ
の
秘
義
的
な
性
格
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
存
在
の
根
拠

は
日
常
の
諸
経
験
を
通
し
て
啓
示
さ
れ
、
理
性
自
身
を
越
え
て
行
く
よ
う
に
理
性
を
導
く
。
こ
こ
で
理
性
は
《
存
在
論
的
衝

撃
》（ST

h I, 137

） 

を
受
け
つ
つ
、自
分
は
存
在
す
ら
し
え
な
い
こ
と
、し
た
が
っ
て
自
分
は
有
限
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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一
四

存
在
の
根
拠
の
秘
密
は
、
ま
ず
否
定
的
に
深
淵
と
し
て
、
そ
し
て
次
に
よ
う
や
く
積
極
的
に
根
拠
と
し
て
、
す
な
わ
ち
迫
り

く
る
非
存
在
を
克
服
す
る
力
と
し
て
出
現
す
る 

―
― 

そ
の
際
、こ
の
力
は
、わ
れ
わ
れ
に
無
制
約
的
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
テ
ィ
リ
ヒ
は
啓
示
を
こ
う
定
義
す
る
。《
啓
示
は
、
わ
れ
わ
れ
に
無
制
約
的
に
関
わ
る
も
の
の
顕
現
で
あ
る
》

（ST
hI,134

）。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
存
在
の
根
拠
を
顕
わ
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
い

つ
も
、
具
体
的
な
個
人
の
た
め
に
具
体
的
な
状
況
の
中
で
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
側
面
が
、
つ
ま
り
客
観

的
側
面
と
主
観
的
側
面
が
み
ら
れ
る
。
主
観
的
側
面
を
捉
え
る
の
は
人
間
の
理
性
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
主
観
的
側
面

は
〈
脱
自
〉
に
至
る
。
こ
の
脱
自
に
対
応
す
る
の
は
、
テ
ィ
リ
ヒ
が
《
象
徴
を
生
み
出
す
出
来
事
》
と
理
解
し
て
い
る
〈
上

か
ら
の
〉
奇
跡
で
あ
る 

（ST
h I, 139

）。
奇
跡
は
い
つ
も
媒
体
を
通
し
て
起
こ
る
。
そ
の
媒
体
は
象
徴
と
な
り
、
ま
た
自
分

自
身
を
越
え
て
何
か
他
の
も
の
を
指
差
す
。
単
な
る
徴
し
と
異
な
る
象
徴
は
、
自
分
自
身
を
越
え
て
指
差
す
だ
け
で
な
く
、

同
時
に
象
徴
さ
れ
た
も
の
に
参
与
す
る
。
そ
の
さ
い
啓
示
は
厳
密
に
啓
示
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

―
― 

た

と
え
、
そ
の
啓
示
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
表
現
す
る
あ
の
媒
体
を
通
し
て
啓
示
と
し
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
と
し
て
も
。

双
方
の
側
面
と
も
必
然
的
で
あ
る
。
人
間
は
、
無
限
な
も
の
を
有
限
な
諸
々
の
象
徴
に
よ
っ
て
捉
え
る
以
外
の
い
か
な
る
可

能
性
も
も
た
な
い
た
め
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
諸
々
の
象
徴
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
と
あ
ら
ゆ
る
日
常
語

が
啓
示
の
媒
体
と
な
り
う
る
。
媒
体
が
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
分
自
身
を
越
え
て
指
差
し
、
象
徴
さ
れ

た
も
の
の
現
実
と
力
に
参
与
す
る
。
象
徴
は
、
そ
れ
が
無
制
約
的
な
も
の
の
現
実
に
、
し
た
が
っ
て
無
制
約
的
な
も
の
の
力
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一
五

に
自
ら
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
実
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
有
限
な
現
実
の
一
断
片
の
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
参
与
の
構
造
の
ゆ
え
に
、テ
ィ
リ
ヒ
か
ら
見
る
と
、象
徴
は
、非
象
徴
的
な
徴
よ
り
も
高
次
の
訴
え
る
力
を
も
っ

て
い
る
。
そ
し
て
テ
ィ
リ
ヒ
に
よ
る
と
、
宗
教
的
言
語
は
い
つ
も
象
徴
的
で
類
比
的
で
あ
る （ST

h I, 158

）。

　

こ
の
こ
と
は
、究
極
妥
当
的
で
規
範
付
与
的
な
啓
示
つ
ま
り
《
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
》
に
さ
え
当
て
は
ま
る （ST

h 

I, 159

）。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
論
の
問
題
に
出
会
う
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
論
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
は
啓
示
の
内

容
と
し
て
、
ナ
ザ
レ
の
人
イ
エ
ス
は
媒
体
つ
ま
り
啓
示
の
担
い
手
と
し
て
理
解
さ
れ
る 

（
そ
れ
ゆ
え
単
純
に
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
《
と
し
て
の
》
イ
エ
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
る
）。《
敬
虔
と
神
学
の
対
象
は
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て

の
イ
エ
ス
、そ
し
て
た
だ
キ
リ
ス
ト
と
し
て
イ
エ
ス
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、彼
に
お
い
て
《
単
に
》〈
イ
エ
ス
〉
に
《
す

ぎ
な
い
》
も
の
を
す
べ
て
犠
牲
に
す
る
お
方
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
彼
の
像
に
お
け
る
決
定
的
な
特
色
は
、
イ
エ
ス

で
あ
る
イ
エ
ス
の
、
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
イ
エ
ス
へ
の
、
絶
え
間
な
き
自
己
放
棄
で
あ
る
》（ST

h I, 161

） 

こ
と
に
あ
る
。
キ

リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
は
、
究
極
妥
当
的
な
啓
示
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
こ
の
媒
体
は
、
そ
の
内
容
の
た
め
に
自
ら

を
完
全
に
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る 

―
― 

し
か
し
な
が
ら
自
分
自
身
を
完
全
に
失
わ
ず
に
、
ま
た
神
と
の
一
体
性
を
放
棄
せ

ず
に
。
最
深
の
逆
説
と
し
て
の
十
字
架
は
歴
史
の
中
心
点
で
あ
り
、
理
想
的
な
象
徴
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
を
キ
リ
ス
ト
と
し

て
理
解
す
る
主
観
的
側
面
も
、
こ
の
客
観
的
側
面
に
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
教
会
で
あ
る
。《
キ
リ
ス

ト
は
、
教
会
な
し
に
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
教
会
は
、
キ
リ
ス
ト
な
し
に
教
会
で
は
な
い
。
究
極
妥
当
的
な
啓
示
は
、
す
べ
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一
六

て
の
啓
示
と
同
様
に
相
関
的
で
あ
る
》（ST

h I, 163

）。

二
・
三
・
二　

存
在
と
神

　

存
在
論
的
根
本
問
題
と
は
、
そ
も
そ
も
な
に
ゆ
え
に
何
も
の
か
が
存
在
し
、
な
に
ゆ
え
に
無
が
存
在
し
な
い
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。《
思
惟
は
存
在
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
惟
は
、
問
い
そ
の
も
の
の
形
式
が
示
す
よ
う
に
、

存
在
の
背
後
に
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
》（ST
h I, 194

）。
存
在
は
そ
の
背
後
に
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
非
存
在
の
脅
威
に
も
耐
え
う
る
こ
の
よ
う
な
存
在
に
つ
い
て
問
う
。
こ
の
存
在
は
存
在-

自
体
と
し

て
の
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
存
在
を
問
う
人
間
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
神
御
自
身
で
あ

る
。

　

人
間
の
存
在
は
、
個
別
化
と
関
与
、
自
由
と
運
命
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム 

（
力
動
性
） 

と
形
式
、
の
絶
え
間
な
い
共
演
の
内
に

あ
る
。
実
存
は
そ
れ
自
体
存
在
と
非
存
在
の
間
に
立
っ
て
い
る
。
実
存
は
有
限
な
存
在
で
あ
り
、
死
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
存
在
と
非
存
在
の
間
に
は
い
か
な
る
平
衡
も
支
配
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
非
存
在
も
、
あ
る
仕
方
で
《
存
在

し
》、
非
存
在
も
存
在
に
参
与
し
て
い
る
。
存
在
は
第
一
の
最
も
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の

う
ち
に
存
在
し
て
い
た
、
存
在
し
て
い
る
、
そ
し
て
存
在
す
る
だ
ろ
う
す
べ
て
の
も
の
の
担
い
手
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
存

在
は
存
在
論
的
優
先
性
を
も
っ
て
い
る
。

233

10086178-07.indd   一六 2011/04/07   15:38:23



―　　―

一
七

　

テ
ィ
リ
ヒ
の
体
系
の
脊
柱
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
理
想
的
形
態
と
し
て
の
《
本
質
》
と
、
実
現
さ
れ
た
、

実
際
の
、
疎
外
さ
れ
た
現
実
と
し
て
の
《
実
存
》
と
の
区
別
で
あ
る
。
人
間
が
、
何
が
人
間
の
実
存
的
問
い
に
対
す
る
答
え

で
あ
る
の
か
を
問
う
際
に
、
神
の
実
存
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
《
神
》
は
決
し
て
実
存

の
一
部
で
は
な
く
、
神
は
《
本
質
と
実
存
の
彼
方
に
》
立
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
神
の
実
存
を

証
明
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
神
証
明
は
、
初
め
か
ら
不
可
能
で
、
不
合
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
は
《
実
存
す
る
》

の
で
は
な
く
、《
存
在
す
る
》
の
で
あ
る
。
し
か
し
神
証
明
が
ま
っ
た
く
余
計
な
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

そ
れ
ら
は
、
神
を
問
う
人
間
の
永
遠
の
問
い
の
現
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
神
を
問
う
問
い
と
し
て
権
利
を
も
っ
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

神
と
は
、
人
間
に
無
制
約
的
に
関
わ
る
も
の
に
対
す
る
名
称
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
神
を
、
存
在
に
つ
い
て
の
人
間
の
問
い

に
対
す
る
根
本
的
な
答
え
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
神
を
規
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。

人
間
に
無
制
約
的
に
関
わ
る
も
の
は
、
人
間
の
間
で
は
互
い
に
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ヒ
の
場
合
、〈
神
〉
と
い
う

名
称
は
、
も
ち
ろ
ん
人
間
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
明
確
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
は
存
在-

自
体
あ
る

い
は
《
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
、ま
た
す
べ
て
の
も
の
を
越
え
た
、存
在
の
無
限
な
る
巨
大
な
力
》（ST

hI, 273

） 

で
あ
る
。

神
は
、
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
の
源
泉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
と
は
質
的
に
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
存
在-

自
体
と
し

て
の
神
は
非
存
在
へ
と
堕
落
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
神
は
決
し
て
自
分
自
身
を
失
う
こ
と
が
な
い
。
神
の
存
在
は
実
存
に
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一
八

な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
神
は
実
存
せ
ず
、
実
存
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
は
、
神
で
あ
る
こ
と

を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
は
無
限
で
あ
り
、
本
質
と
実
存
の
《
彼
方
》
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
時

に
神
は
、
現
実
の
根
拠
と
し
て
こ
の
現
実
の
構
造
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
有
限
的
な
仕
方
で
神

の
存
在
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
神
は
、
世
界
に
対
し
て
超
越
し
て
い
る
と
同
時
に
内
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
神
は
有

限
な
す
べ
て
の
も
の
を
無
限
に
超
越
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
な
し
に
は
い
か
な
る
存
在
も
あ
り
え
な
い
神
の
存
在
の
力
を
通

し
て
有
限
な
す
べ
て
の
も
の
に
参
与
し
て
い
る
。
現
実
全
体
の
構
造
は
し
た
が
っ
て
神
の
存
在
へ
の
参
与
の
構
造
で
あ
る
。

こ
れ
が
テ
ィ
リ
ヒ
の
存
在
論
的
根
本
図
式
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
彼
は
、
こ
の
意
味
で
《
存
在
の
類
比
》
を
復
権
さ
せ
る
こ

と
も
で
き
る
。

　

こ
う
し
て
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
象
徴
的
で
な
い
唯
一
の
神
学
的
命
題
、
つ
ま
り
神
は
存
在-

自
体
で
あ
る
と
の
命
題
を
も
定
式

化
す
る
。
他
の
す
べ
て
の
神
学
的
言
説
は
象
徴
的
な
ま
ま
で
あ
る
。

　
二
・
三
・
三　

実
存
と
キ
リ
ス
ト

　

創
造
論
は
組
織
神
学
の
第
二
部
か
ら
第
三
部
へ
移
行
す
る
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
そ
れ
は
罪
論
と
緊
密
に
関
連
し
て
い
る
。

存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
神
の
被
造
物
で
あ
り
、
神
と
緊
密
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
創
造
は
神
の
生
命
だ
か

ら
で
あ
る
。
創
造
は
神
の
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
神
の
運
命
で
あ
る
。
神
は
永
遠
に
お
い
て
御
自
身
を
創
造
さ
れ
る （ST

h I, 
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一
九

291

）。
そ
し
て
こ
れ
を
通
し
て
、
そ
の
構
造
が
神
御
自
身
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
現
実
も
生
じ
て
く
る
。
し
か
し
創
造
は
神
と
根

本
的
に
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
創
造
は
一
方
で
自
ら
の
う
ち
に
非
存
在
を
も
ち
な
が
ら
、そ
れ
を
越
え
て
、テ
ィ
リ
ヒ
が
《
悲

劇
的
な
も
の
》（ST

h I, 293

） 

と
呼
ぶ
可
能
性
を
な
お
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
疎
外
つ
ま
り
罪
の
可
能
性
で
あ
る
。
創
造
に

お
い
て
神
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
被
造
物 

―
― 

し
た
が
っ
て
神
に
由
来
し
て
い
な
が
ら
、
神
の
う
ち
に
と
ど
ま

ら
ず
に
、
自
ら
の
自
由
を
実
現
す
る
す
べ
て
の
被
造
物 

―
― 

の
被
造
性
の
実
現
に
よ
っ
て
、
こ
の
可
能
性
も
不
可
避
的
に

現
実
と
な
る
。
創
造
と
堕
落
は
ひ
と
つ
の
も
の
に
な
る
。
有
限
的
自
由
へ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
創
造
は
実
存
と
し
て
実
現
さ

れ
る
。
人
間
の
自
由
は
、
こ
の
運
命
的
な
歩
み
の
中
で
逆
説
的
な
仕
方
で
実
現
さ
れ
る
。
堕
落
の
歴
史
は
創
造
行
為
の
終
結

と
共
に
始
ま
る
。
楽
園
の
、時
間
以
前
の
、そ
し
て
歴
史
以
前
の
人
間
の
状
態
を
、テ
ィ
リ
ヒ
は
《
夢
心
地
の
無
垢
》（ST

hII,　

40

） 

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
だ
現
実
と
な
っ
て
い
な
い
創
造
の
純
粋
な
可
能
性
で
あ
る
。
純
粋
な
可
能
性
を
捨
て
、

そ
し
て
現
実
的
な
生
を
実
現
し
よ
う
と
決
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
が
自
ら
を
実
現
す
る
や
い
な
や
、
彼
は
自
ら
を
神
か

ら
切
り
離
し
、
本
質
か
ら
実
存
へ
と
墜
落
し
て
行
く
。
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
現
実
に
お
い
て
こ
の
墜
落
は
実
際
の
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
《
有
限
な
存
在
の
普
遍
的
特
性
》（ST

hI I, 43

） 

で
あ
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ヒ
は
こ
う
主
張
す
る
。
つ
ま
り

彼
が
堕
罪
と
呼
ぶ
の
を
好
む
《
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
》（ST

h II, 47

） 

は
決
し
て
必
然
性
で
は
な
く
、
跳
躍
を
意
味
し
、

そ
れ
ゆ
え
実
存
は
本
質
か
ら
演
繹
し
え
な
い
、
と 

（ST
h II, 52

）。
実
存
の
う
ち
に
あ
る
人
間
は
、
彼
の
本
来
的
規
定
か
ら

疎
外
さ
れ
て
い
る
（
し
か
し
、
切
断
さ
れ
て
は
い
な
い
！
）。
そ
し
て
疎
外
は
、
罪
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ヒ
の
表
現
で
あ
る
。
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二
〇

し
た
が
っ
て
罪
は
、
創
造
に
属
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
完
全
な
実
現
と
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
状
態
に
お
い
て
、
救

済
、
つ
ま
り
新
し
い
存
在
へ
の
問
い
が
提
起
さ
れ
る
。

　

そ
こ
へ
と
向
か
う
道
程
は
、
自
己
救
済
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
を
越
え
、
そ
し
て
そ
の
目
標
を
表
す

も
の
を
通
し
て
の
み
達
成
さ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ヒ
は
そ
れ
を
新
し
い
存
在
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
彼
の
救
済
論
的
中
心
概
念

で
あ
る
。
人
間
に
対
す
る
新
し
い
存
在
の
代
表
者
す
な
わ
ち
神
の
代
理
人
は
、キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
で
あ
る
。
彼
は
、

そ
の
人
格
的
生
に
お
い
て
《
実
存
の
諸
条
件
の
下
に
あ
る
本
質
的
人
間
存
在
の
像
を
、そ
れ
ら
の
諸
条
件
に
征
服
さ
れ
ず
に
》

実
現
す
る
、
し
た
が
っ
て
《
実
存
に
お
け
る
神-

人
間
の
本
質
的
﹇
…
﹈
一
体
性
》（ST

h II, 104
;

H
erv.i.O

.gelöscht

） 

を

実
現
す
る
。
し
か
し
こ
れ
を
、
神
御
自
身
が
人
間
と
な
っ
た
と
い
う
具
合
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
テ
ィ
リ

ヒ
に
と
っ
て
無
意
味
な
言
明
で
あ
ろ
う
。
神
で
は
な
く
、神
的
諸
原
理
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
《
ロ
ゴ
ス
》（ST

h II, 104f

） 

が
、

人
間
と
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
は
新
し
い
存
在
の
啓
示
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
実
存
の
諸
条
件
の
も
と

に
お
い
て
本
質
を
実
現
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
本
質
と
実
存
の
溝
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
へ
の
参
与
と
は
、
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に （ST

h II, 133

）、
自
分
自
身
の
存
在
に
お
い

て
新
し
い
存
在
を
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。し
か
し
こ
れ
は
、キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
場
合
と
ま
っ

た
く
同
様
に
、
神
の
霊
の
業
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ヒ
に
お
い
て
最
終
的
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
中
で
キ
リ
ス
ト
が
自
ら
を
現
す

イ
エ
ス
の
人
格
で
は
な
く
、
こ
の
人
格
の
中
で
自
ら
を
現
す
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
破
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
の
力
、
つ
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二
一

ま
り
神
的
生
の
力
で
あ
る
。

　

テ
ィ
リ
ヒ
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
論
に
よ
り
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
告
白
で
あ
る
ニ
ケ
ア
信
条
と
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
か

ら
離
れ
て
行
く
。
つ
ま
り
神
が
人
間
に
な
る
こ
と
に
関
す
る
発
言
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
二
重
の
本
性
に
関
す
る
発
言
は
、

彼
に
と
っ
て
依
然
と
し
て
不
可
解
で
あ
る
。
彼
の
象
徴
理
論
の
意
図
に
忠
実
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
彼
は
養
子
論

的
視
点
に
近
づ
い
て
い
る 

（ST
h II, 162

）。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
る
と
、
人
格
と
し
て
の
神
が
人
間
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、

神
的
諸
原
理
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
が
人
間
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。神
は
本
質
と
実
存
の
彼
方
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

神
は
人
格
で
は
な
く
、
ま
た
人
格
と
な
る
こ
と
も
な
い
。
救
済
は
ひ
と
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
人
間
の
人
格
の
形

態
に
お
け
る
神
の
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
聖
書
の
証
言
の
中
で
テ
ィ
リ
ヒ
が
首
尾
一
貫
し
て
象
徴
的
に
理
解
し
て
い

る
、
神
に
関
連
す
る
諸
々
の
人
格
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
彼
の
存
在
論
的
体
系
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
く
、
そ
れ
は
依

然
と
し
て
解
釈
を
必
要
と
し
て
い
る
。

　

新
し
い
存
在
を
問
う
問
い
に
対
す
る
普
遍
的
答
え
が
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
疎
外
か
ら
の

普
遍
的
救
済
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
お
け
る
神
の
啓
示
は
同
時
に
救
済
を
も
た
ら
す
。
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス

ト
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
人
間
は
変
革
さ
れ
、
新
し
い
被
造
物
と
な
る
。
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
と
し
て
経
験

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
人
間
は
神
に
よ
っ
て
和
解
さ
れ
る
。
和
解
と
救
済
は
た
だ
神
の
業
で
あ
る 

（ST
h II, 187

）。
そ
れ
は
、

人
間
に
お
け
る
神
の
霊
の
業
を
通
し
て
三
つ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
出
来
事
と
な
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
、
再
生
、
義
認
、
そ
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二
二

し
て
聖
化
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
間
は
新
し
い
存
在
に
参
与
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
本
質
と
実
存
の
統
一
が
更

新
さ
れ
る
信
仰
と
愛
が
生
ず
る
。

二
・
三
・
四　

生
と
霊

　

人
間
は
そ
の
実
存
的
生
に
お
い
て
も
、
存
在
の
力
と
存
在
の
意
味
の
統
一
と
し
て
の
霊
を
経
験
す
る
。
霊
は
、
人
間
に
お

け
る
理
性
の
構
造
と
共
に
創
造
的
に
作
用
す
る
、
生
の
非
常
に
包
括
的
な
次
元
で
あ
る
。
人
間
の
生
は
す
べ
て
、
自
分
自
身

の
自
己
の
統
合
と
分
解
と
い
う
両
極
の
間
の
両
義
性
の
た
だ
中
で
演
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
そ
れ
ら
は
、
健
康
と
病
気
、
自
由

と
有
限
性
、
個
人
と
共
同
体
、
あ
る
い
は
生
と
死
の
よ
う
な
諸
現
象
の
う
ち
に
現
れ
る
。
そ
の
両
義
性
は
、
本
質
と
実
存
の

分
離
に
根
ざ
し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
あ
る
べ
き
も
の
と
現
実
に
あ
る
も
の
と
の
衝
突
に
根
ざ
し
て
い
る
。
実
存
そ
れ
自
体

は
生
の
両
義
性
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
自
ら
そ
の
分
離
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
両
義
的
で
な
い
生
に
つ
い
て

問
う
。
こ
う
し
て
そ
れ
は
、
神
の
霊
の
臨
在
に
つ
い
て
問
う
よ
う
に
な
る
。

　

神
の
霊
は
人
間
の
霊
の
内
に
臨
在
す
る
。
そ
の
際
こ
の
出
来
事
は
、
人
間
の
霊
の
《
内
》
の
こ
と
と
し
て
、
し
か
も
《
自

分
を
越
え
る
》
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る 

（ST
h III, 135

）。
人
間
の
霊
は
神
の
霊
に
捉
え
ら
れ
、
脱
自
に
陥
る
。
こ
う
し

て
テ
ィ
リ
ヒ
の
救
済
論
は
聖
霊
論
に
集
中
す
る
。
す
な
わ
ち
テ
ィ
リ
ヒ
は
こ
こ
で
、
啓
示
、
脱
自
、
そ
し
て
奇
跡
の
取
り
扱

い
を
通
し
て
そ
の
基
盤
を
準
備
し
た
内
容
を
具
体
的
に
展
開
し
て
い
る
。
彼
は
、
実
存
的
問
い
一
般
に
対
す
る
神
の
答
え
が

227

10086178-07.indd   二二 2011/04/07   15:38:23



―　　―

二
三

人
間
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
基
本
的
な
出
来
事
に
没
頭
し
て
い
る
。
そ
の
根
本
命
題
は
、《
霊
の
み
が
霊
を
認
識
し
う
る
》

（ST
h III, 177

） 

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
神
は
神
に
基
づ
い
て
の
み
認
識
さ
れ
う
る
。
人
間
を
捉
え
る
神
の
霊
は
神
御
自
身

で
あ
る
。
救
済
論
的
出
来
事
は
た
だ
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
の
み
起
こ
る
。

　

神
の
霊
の
業
の
目
標
は
《
超
越
的
統
一
と
そ
れ
に
参
与
す
る
こ
と
》（ST

h III, 155

） 

で
あ
る
。
超
越
的
統
一
に
お
い
て
、

本
質
と
実
存
の
裂
け
目
が
再
び
閉
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
信
仰
と
、
神
の
霊
が
人
間
の
霊
の
う
ち
に
お
い
て
生
み
出
す
愛
の
中

で
起
こ
る
。
信
仰
と
愛
の
う
ち
に
超
越
的
統
一
が
そ
の
姿
を
現
す
。
し
か
し
実
存
の
諸
制
約
の
中
で
、
そ
の
統
一
性
は
た
だ

断
片
的
か
つ
先
取
り
的
に
実
現
さ
れ
う
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
存
の
諸
制
約
の
中
で
完
成
に
至
る
こ
と
の
な
い
プ
ロ

セ
ス
で
あ
る
。

　

神
の
霊
は
歴
史
の
中
に
も
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
特
に
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
中
に
、
そ
し
て
次
に
霊
の

共
同
体
の
中
に
現
れ
る
。
潜
在
的
な
段
階
の
霊
の
共
同
体
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
は
超
越
的
統
一
が
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て

お
ら
ず
、
そ
れ
は
、
顕
在
的
な
段
階
の
霊
の
共
同
体
つ
ま
り
教
会
と
呼
ば
れ
る
霊
の
共
同
体
の
場
合
と
異
な
る
。
霊
の
共
同

体
は
、
信
仰
と
愛
の
共
同
体
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
個
々
人
と
彼
ら
の
信
仰
形
態
の
多
様
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
一
性
が
支

配
す
る
。
そ
し
て
そ
の
統
一
性
は
崩
壊
に
至
る
こ
と
が
な
い
。

　

個
々
人
は
、
そ
の
中
心
的
出
来
事
が
義
認
で
あ
る
信
仰
を
通
し
て
教
会
に
や
っ
て
来
る
。
こ
う
し
て
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
信
仰

に
お
け
る
恵
み
に
よ
る
義
認
と
い
う
宗
教
改
革
の
教
理
に
固
執
す
る
。
彼
は
こ
の
教
理
を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
。《
律
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二
四

法
と
い
う
判
断
基
準
に
よ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
神
に
よ
っ
て
受
け
入
れ

て
い
る
。
…
…　

わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
て
い
る
》

（ST
hIII, 258

）。
義
認
は
、
業
な
し
に
、
神
の
純
粋
な
恵
み
に
基
づ
い
て
出
来
事
と
な
る
。
受
け
入
れ
ら
れ
た
存
在
を
受
け

入
れ
る
こ
と
さ
え
、
恵
み
の
賜
物
で
あ
る
。
神
の
霊
は
人
間
の
疎
外
に
打
ち
勝
つ
、
つ
ま
り
宗
教
、
道
徳
、
そ
し
て
文
化
に

お
け
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
次
元
に
み
ら
れ
る
生
の
両
義
性
に
打
ち
勝
つ
。
そ
の
中
で
無
制
約
的
霊
が
制
約
を
克
服
し
、
修
正

し
、そ
し
て
方
向
づ
け
る
こ
の
救
済
論
的
プ
ロ
セ
ス
を
、テ
ィ
リ
ヒ
は
《
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
原
理
》（ST

h III, 281

） 

と
呼
ぶ
。

テ
ィ
リ
ヒ
が
彼
の
比
較
的
初
期
の
著
作
の
中
で
非
常
に
強
調
し
た
〈
下
か
ら
〉
見
る
な
ら
ば 

（vgl.T
illich 1970

）、
こ
の
原

理
は
、
諸
々
の
象
徴
を
象
徴
化
さ
れ
た
も
の
か
ら
区
別
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
時
々
の
象
徴
の
具
体
的
形
式
で
は
な
く
そ
の

内
容
を
基
本
と
す
る
よ
う
に
と
の
警
告
と
し
て
役
立
つ
。

二
・
三
・
五　

歴
史
と
神
の
国

　

テ
ィ
リ
ヒ
は
、
第
四
部
と
直
接
関
連
す
る
仕
方
で
、
す
べ
て
の
も
の
を
含
む
最
も
包
括
的
次
元
で
あ
る
歴
史
的
次
元
に
お

け
る
生
の
両
義
性
に
没
頭
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
一
般
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
と
同
様
に
、
歴
史
に
お
け
る
力
と

支
配
に
つ
い
て
の
問
い
が
主
題
と
な
る
。テ
ィ
リ
ヒ
に
と
っ
て
そ
れ
ら
は
す
べ
て
神
の
国
に
つ
い
て
の
問
い
を
呼
び
起
こ
す
。

な
ぜ
な
ら
神
の
国
の
象
徴
は
、
歴
史
の
次
元
と
ま
っ
た
く
同
様
に
包
括
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
永
遠
の
生
の
象
徴
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二
五

に
お
い
て
、
完
全
に
普
遍
的
な
生
の
両
義
性
に
対
す
る
答
え
が
与
え
ら
れ
る
。

　

神
の
国
と
い
う
こ
と
で
、
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
内
在
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
的
な
終
末
論
的
全
体
を
理
解
し
て
い
る
。
彼
は

普
遍
史
の
一
部
と
し
て
の
救
済
史
と
い
う
概
念
を
継
承
し
て
い
る
。
こ
の
救
済
史
の
中
心
に
立
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
中
で

歴
史
が
《
自
分
自
身
と
そ
の
意
味
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
》（ST

h III, 419

） 

キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
お
け
る
啓

示
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
神
の
国
の
代
理
人
は
教
会
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
代
表
機
関
は
そ
れ
自
体
ま
た
も
や
両
義
的
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
教
会
は
神
の
国
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
隠
蔽
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
の
国
は
、
そ

の
中
で
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
が
《
永
遠
の
今
》（ST

hIII, 447

））
に
お
い
て
濃
密
化
さ
れ
る
よ
う
な
歴
史
の
終
り
と

目
標
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
が
永
遠
の
生
と
し
て
成
就
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
時
間
的
な
も
の
か
ら
永
遠
へ
の
移

行
が
生
ず
る
。
テ
ィ
リ
ヒ
は
、
最
後
の
審
判 

―
― 

神
の
生
に
参
与
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
こ
の
最
後
の
審
判
を
生
き
延
び

る
こ
と
が
で
き
る 

―
― 

も
こ
の
移
行
に
位
置
づ
け
て
い
る
。《
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
れ
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
永

遠
か
ら
排
除
さ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
れ
が
非
存
在
と
混
合
し
、
ま
だ
非
存
在
か
ら
解
放
さ
れ
な
い

か
ぎ
り
、
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
》（ST

h III, 451
）。
永
続
す
る
も
の
は
、
そ
こ
か
ら
否
定
的
な
も
の
が
排
除
さ
れ

る
《
永
遠
の
更
新
》
と
な
る
。
す
な
わ
ち
非
存
在
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う 

（ST
h III, 452

）。
こ
う
し
て
本
質
か
ら
の
実
存

の
疎
外
は
決
定
的
に
克
服
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
テ
ィ
リ
ヒ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
関
連
で
定
式
化
し
て
い
る
時
間
的
な
も
の
の

《
本
質
化
》（ST

h III, 453

） 

が
起
こ
る
。
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
も
の
は
純
化
さ
れ
て
再
び
神
へ
と
戻
っ
て
行
く
。
す
べ
て
の
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二
六

も
の
は
時
間
的
な
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
初
め
に
そ
う
で
あ
っ
た
時
よ
り
も
さ
ら
に
近
く
神
へ
と
戻
っ
て
行
く
。
す

べ
て
の
も
の
が
そ
こ
へ
と
流
れ
込
む
神
の
生
は
、
歴
史
に
お
け
る
出
来
事
の
た
め
に
、
同
時
に
濃
縮
さ
れ
て
行
く
。
本
質
化

と
は
、《
あ
る
存
在
の
本
質
的
本
性
と
、そ
れ
が
時
間
的
実
存
の
中
で
作
り
出
し
た
も
の
と
の
創
造
的
総
合
》（ebd.

） 

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
生
の
両
義
性
は
決
定
的
に
克
服
さ
れ
、
す
べ
て
の
《
極
度
に
満
た
さ
れ
て
い
な
い
生
》（ST

h III, 460

） 

に
お

け
る
肯
定
的
な
も
の
が
、
永
遠
へ
と
高
め
ら
れ
る
。
無
は
完
全
に
失
わ
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
存
在

に
参
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。《
存
在
と
し
て
の
存
在
は
善
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
存
在
す
る
も
の
は
い
か
な
る
も
の
も
完

全
に
悪
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
》（ST
h III, 461

）。

　

テ
ィ
リ
ヒ
は
本
質
化
を
神
的
生
へ
の
普
遍
的
参
与
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
終
末
論
に
お
い
て
、
彼
が
そ
の
参
与
の
思
想

の
結
果
と
し
て
主
張
し
て
い
る
も
の
は
、《
終
末
論
的
万
有
在
神
論
》
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
終
末
論
的
横
溢
の
中

で
神
が
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
の
も
の
に
な
る （
I
コ
リ
一
五
・
二
八
を
参
照
、ST

h III, 475

） 

か
ら
で
あ
る
。

三　

影　
　

響

　

テ
ィ
リ
ヒ
は
学
派
を
形
成
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
二
十
世
紀
の
福
音
主
義
の
偉
大
な
神
学
者
に
数

え
ら
れ
て
い
る
。
神
学
的
論
議
に
お
い
て
は
、
特
に
彼
の
思
想
の
二
つ
の
面
が
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ

223

10086178-07.indd   二六 2011/04/07   15:38:22



―　　―

二
七

れ
ら
は
、
相
関
的
方
法
と
、
特
に
宗
教
教
育
に
お
い
て
反
響
を
呼
ん
だ
彼
の
象
徴
論
で
あ
り
、
後
者
は
、
今
日
、
解
釈
学
的

記
号
論
的
構
想
と
の
関
連
で
大
い
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
象
徴
は
決
し
て
単
な
る
徴
で
は
な
く
、
超
越
的
な
も
の
へ
の
参
与

を
可
能
に
す
る
代
理
者
で
あ
る
と
の
洞
察
は
、
永
続
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
テ
ィ
リ
ヒ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
K
・
ラ
ー
ナ
ー
の
間
に
見
ら
れ
る
平
行
関
係
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
共
に
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
思
想
の
影
響
を
受
け
、
神
学
と
哲
学
の
関
係
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
、
両
者
に
お
い
て
ま

ず
哲
学
的
人
間
学
と
し
て
展
開
さ
れ
る
人
間
学
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
。

　

テ
ィ
リ
ヒ
は
し
ば
し
ば
、新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
傾
向
を
も
つ
神
学
者
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
彼
は
、

主
体
性
論
的
に
解
釈
さ
れ
る 

（vgl.D
anz 2000

）。
つ
ま
り
人
間
に
お
け
る
〈
下
か
ら
〉
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
実
存
の
広
範
な

分
析
に
基
づ
き
、
テ
ィ
リ
ヒ
の
神
学
は
、
有
限
な
自
由
の
自
己
解
明
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈

は
、
テ
ィ
リ
ヒ
の
初
期
の
著
作
と
、
文
化
と
諸
宗
教
の
神
学
に
関
す
る
著
作
に
集
中
し
て
い
る
。

　

W
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
も
テ
ィ
リ
ヒ
の
問
題
提
起
を
引
き
継
い
で
い
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
、
人
間
の
主
体
性
を
神

に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
神
学
史
な
努
力
と
、そ
の
中
で
神
学
を
新
た
に
普
遍
的
に
真
理
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
探
究
は
、

テ
ィ
リ
ヒ
の
著
作
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
て
い
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
テ
ィ
リ
ヒ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
神
に
つ
い
て
問
う
人

間
の
問
い
を
は
っ
き
り
と
捉
え
て
い
る
が
、
彼
は
、
こ
の
人
間
の
問
い
を
人
間
そ
れ
自
体
と
同
一
視
し
て
は
い
な
い
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
受
容
は
、
異
な
る
仕
方
で
特
に
相
関
の
方
法
を
さ
ら
に
展
開
し
て
い
る 

（〈
現
代
の
修
正
主
義
的
〉
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二
八

概
念
、L

.B
. G

ilkey, D
. Tracy

））。
テ
ィ
リ
ヒ
の
象
徴
理
解
は
、
し
か
し
他
の
方
向
性
を
も
つ
神
学
者
た
ち
に
も
影
響
を
与

え
た
（T

h.J.J.A
ltizer, R

.P.Scharlem
ann

）。

四　

資　
　

料

引
用
資
料

P.T
illich, System

atische T
heologie, B

erlin I
-III/N

ew
 York B

d.I/II 1987⁸, B
dIII1987⁴

（abgek.ST
h

）.

入
門
資
料

《D
as W

esen der System
atichen T

heologie

》（ST
h I, 15

-37

）.

上
級
資
料

R
hein 1957

;
Track 1975

;
Fischer u.a.1989

;
Schüßler/Sturm

 2007.

五　

参
考
文
献

T
h.J.J. A

ltizer, H
istory as A

pocalypse, A
lbany, N

Y
 1985.

C
h. D

anz, R
eligion als Freiheitsbew

ußtsein.　

E
ine Studie zur T

heologie als T
heorie der K

onstitutionsbedingungen individueller 

Subjektivität bei Paul T
illich, B

erlin 2000.

H
. Fischer （H

g.

）, Paul T
illich.　

Studien zu einer T
heologie der M

oderne, Frankfurt a.M
. 1989.

P. G
allus,D

er M
ensch zw

ischen H
im

m
el und E

rde.　

D
er G

laubensbegriff bei Paul T
illich und K

arl B
arth,L

eipzig 2007.

L
.B

. G
ilkey, G

ilkey on T
illich, E

ugene, O
R

 2000.
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二
九

C
h. R

hein, Paul T
illich.　

P
hilosoph und T

heologe.　

E
ine E

inführung in sein D
enken,Stuttgart 1957.

R
.P. Scharlem

ann, T
he R

eason of Follow
ing, C

hritology and the E
cstatic I, C

hicago 1991.

W
. Schüßler/E

. Sturm
, Paul T

illich. L
eben

- W
erk

- W
irkung, D

arm
stadt 2007.

P. T
illich, G

esam
m

elte W
erke （G

W

）, 14B
de, Stuttgart 1959

-1983.

　

-
:

D
ie protestantische Ä

ra （1948

）, in
:

D
ers., D

er P
rotestantism

us als K
ritik und G

estaltung.　

Schriften zur T
heologie I, G

W
 

V
II, hg.v.R

. A
lbrecht, Stuttgart 1962, 11

-28.

　

-
:

R
echtfertigung und Z

w
eifel 

（1924

）, in
:

D
ers.,O

ffenbarung und G
laube.　

S
chriften zur T

heologie II, G
W

 V
III, 

hg.v.R
. A

lbrecht, Stuttgart 1970, 85
-100.

　

-
:

E
rgänzungs

- und N
achlassbände, bislang 15 B

ände,Stuttgart 1971ff.

　

-
:

M
ystik und Schuldbew

ußtsein in Schellings philosophischer E
ntw

icklung （1912

）, in D
ers., P

hilosophical W
ritings/P

hiloso-

phische Schriften, M
ainw

orks/H
auptw

erke B
d 1, hg.v.G

. W
enz, B

erlin 1989, 21
-112.

　

-
:

D
ie religionsgeschichtliche K

onstruktion in Schellings positiver P
hilosophie, ihre Voraussetzungen und P

rinzipien （1910

）, 
G

W
/E

rgänzungsband 9, in
:

D
ers., Frühe W

erke, hg.v.G
. H

um
m

el, B
erlin 1998, 156

-272.

　

-
:

A
usgw

ählte Texte, hg.v.C
h.D

anz u.a., B
erlin 2008.

J. Track, D
er theologische A

nsatz Paul T
illichs.E

ine w
issenschaftstheoretische U

ntersuchung seiner 

〈System
atischen T

heolo-

gie

〉, G
öttingen 1975.

D
. Tracy, T

he A
nalogical Im

agination.　

C
hristian T

heology and the C
ulture of P

luralism
, N

ew
 York 1981.
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三
〇

ヴ
ォ
ル
フ
ハ
ル
ト
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク

　
『
組
織
神
学　

I
―
III
』

レ
ベ
ッ
カ
・
A
・
ク
ラ
イ
ン

一　

略　
　

歴

　

ヴ
ォ
ル
フ
ハ
ル
ト
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
一
九
二
八
年
一
〇
月
二
日
、
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
シ
ュ
テ
テ
ィ
ン
に
生
ま
れ
、
ベ

ル
リ
ン
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
、
バ
ー
ゼ
ル
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
福
音
主
義
神
学
を
学
ん
だ
。
そ
の
学
生
時
代
に
彼

は
、
バ
ー
ゼ
ル
で
特
に
K
・
バ
ル
ト
に
、
ま
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
G
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
と
E
・
シ
ュ
リ
ン
ク
に
出
会
っ

た 

―
― 

彼
は
後
に
シ
ュ
リ
ン
ク
の
助
手
に
な
っ
た
。
一
九
五
三
年
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
ド
ゥ
ン
ス
・

ス
コ
ト
ゥ
ス
の
予
定
論
の
研
究
で
学
位
を
得
た 

（Pannenberg 1954

）。
一
九
五
五
年
に
は
、
類
比
的
思
考
が
神
認
識
に
対

し
て
も
つ
意
義
と
取
り
組
ん
だ
大
学
教
授
資
格
論
文
『
類
比
と
啓
示
』（Pannenberg 2007

） 

が
出
版
さ
れ
た
。
続
い
て
パ

ネ
ン
ベ
ル
ク
は
三
つ
の
教
授
職 

（
組
織
神
学
） 

に
就
い
た
。
つ
ま
り
一
九
五
八
―
六
一
年
は
ヴ
ッ
パ
タ
ー
ル
神
学
大
学
で
、
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三
一

一
九
六
一
― 

六
八
年
は
マ
イ
ン
ツ
大
学
で
、
一
九
六
八 

― 

九
四
年
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
、
教
授
と
し
て
教
え
た
。
ま
た

そ
の
研
究
職
に
あ
る
間
に
、
彼
は
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
学
の
客
員
教
授 （
シ
カ
ゴ
、
ハ
ー
バ
ー
ド
、
ク
レ
ア
モ
ン
ト
） 

と
し
て
働
き
、
さ
ら
に
数
多
く
の
大
学
か
ら
名
誉
教
授
号
を
送
ら
れ
た （
詳
細
に
つ
い
て
は
、W

enz 2003, 9
-14

を
参
照
）。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
基
礎
神
学
と
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
た
め
の
研
究
所
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
エ

キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
対
話
へ
の
関
心
を
促
進
し
た
。
極
め
て
包
括
的
な
全
集 （B

urkhardt
-Patzina u.a. 2008 

に
は
完
全
な
文

献
目
録
が
載
っ
て
い
る
） 
は
、
彼
の
学
問
的
研
究
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
す
で
に
そ
の
初
期
の
研
究
に
お
い
て
神
学
史
的
・
教
理
史
的
問
題
提
起
、
特
に
ス
コ
ラ
神
学
の
問
題

提
起
と
集
中
的
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
神
学
的
教
理
の
取
り
扱
い
を
念
頭
に
置
い
た
論
証
お
よ
び
立

証
の
方
法
論
上
の
問
題
で
あ
っ
た
。
学
問
的
な
方
法
論
の
問
題
に
対
す
る
特
別
な
感
受
性
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
自
身
の
構
想
に

も
多
く
の
面
で
影
響
を
与
え
て
い
る
。
彼
は
、
神
学
と
自
然
科
学
の
対
話
に
お
い
て
哲
学
的
メ
タ
省
察
と
い
う
方
法
論
的
観

点
を
重
視
し
た 

（vgl. Pannenberg 2001

）。
さ
ら
に
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、『
学
問
論
と
神
学
』（Pannenberg 1973

） 

の
関

係
に
関
す
る
叙
述
の
中
で
、
同
時
代
の
学
問
論
か
ら
出
発
し
て
神
学
の
学
問
性
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た 

（K
. Popper, 

R
. C

arnap u.a.

）。
そ
こ
で
彼
は
神
学
を
《
神
に
つ
い
て
の
学
問
》（aaO

, 299
-348

） 

と
呼
ん
だ
。
神
学
が
そ
の
対
象
を
考

慮
し
つ
つ
的
確
に
捉
え
る
言
明
と
主
張
を
、
学
問
論
的
観
点
か
ら
吟
味
し
う
る
た
め
に
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、
神

学
の
対
象
と
し
て
の
〈
神
〉
と
神
に
つ
い
て
の
神
学
的
言
明
は
互
い
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
学
的
言
明
の
批
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三
二

判
的
な
吟
味
可
能
性
の
判
断
基
準
と
し
て
彼
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
と
の
関
連
で
、
神
学
の
学
問
性
を
証
明
す
べ
き
間
接

的
方
法
を
提
案
す
る
。
す
な
わ
ち
《
神
的
現
実
に
関
す
る
諸
々
の
主
張
は
、
…
… 

神
が
《
す
べ
て
を
規
定
す
る
現
実
》
と

し
て
そ
の
主
張
の
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
、
有
限
な
現
実
の
理
解
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
主
張
が
含
む
諸
々
の
含
意
と
い
う
観
点

か
ら
吟
味
さ
れ
る
》（aaO

, 335

﹇ H
erv.i.O

﹈）。
す
べ
て
を
規
定
す
る
現
実
と
し
て
神
は
、
す
べ
て
の
有
限
な 

（
人
間
的
） 

現
実
の
中
で
《
共
に
考
え
ら
れ
》
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
実
証
す
る
の
が
神
学
の
課
題
で
あ
る 

―
― 

神
学
が

神
の
現
実
に
つ
い
て
実
際
に
語
ろ
う
と
す
る
か
ぎ
り
。

　

哲
学
的
、
歴
史
的
、
そ
し
て
学
問
論
的
省
察
を
通
し
て
神
学
的
思
惟
を
鍛
え
る
と
い
う
関
心
と
並
ん
で
、
特
に
〈
人
間
論
〉

（v.a. Pannenberg 1983

） 

と
〈
キ
リ
ス
ト
論
〉（Pannenberg 1964

;
1967

;
1980

） 

が
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
組
織
神
学
的
研

究
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
相
互
的
関
連
性
に
関
す
る
熟
考
の
中
で
、彼
に
と
っ
て
新
た
に
根
本
問
題
と
な
っ
た
の
は
、

神
学
的
思
惟
に
お
け
る
有
限
的 

（
人
間
的
） 
現
実
と
神
的
現
実
の
関
係
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
は
、
彼
が
こ
こ
で
方
法

論
的
に
こ
の
問
題
の
解
決
以
上
に
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

今
日
、
ヴ
ォ
ル
フ
ハ
ル
ト
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
き
わ
め
て
有
名
な
神
学
者
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て

い
る
。
彼
の
思
想
の
中
核
は
、
彼
か
ら
見
る
と
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
の
神
学
的
説
明
に
お
い
て
そ
の
適
切
な
表
現
を
見
い

だ
す
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
真
理
の
《
統
一
性
》
と
《
普
遍
性
》
に
対
す
る
確
信
に
あ
る 

（《
神
は
、
神
学
と
信
仰
の
包
括
的

な
唯
一
の
主
題
で
あ
る
》、ST

 I, 69

）。
こ
の
基
本
的
確
信
と
の
関
連
で
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
福
音
主
義
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
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三
三

ク
教
会
の
対
話
の
中
で
常
に
、
次
の
よ
う
な
立
場
を
主
張
し
た
。
つ
ま
り
信
仰
と
信
仰
告
白
の
統
一
性
に
お
い
て
諸
教
会
が

ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
が
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
運
動
の
主
要
な
目
標
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
立
場
で
あ
る （vgl. Pannen-

berg 1982, 122
-123

）。
彼
の
神
学
は
、
特
に
神
学
と
自
然
科
学
の
対
話
の
中
で
、
ま
た
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
対
話

の
中
で
、
国
際
的
な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
神
学
は
、
神
学
的
合
理
性
の
理
解
と
そ
の
学
問
論
的
方
法
論
的

意
識
に
関
し
て
、
議
論
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
特
に
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
主
要
著
作
で
あ
る
『
組
織
神
学
』

に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
。

二　

作　
　

品

二
・
一　

歴
史
的
意
味
理
解
の
普
遍
的
解
釈
学
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ

　

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九
三
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
『
組
織
神
学
』（ST

h I
-III

） 

に
よ
っ
て
、
広

範
囲
に
及
ぶ
教
義
学
的
体
系
概
念
を
提
示
し
た
。
そ
の
神
学
的
輪
郭
は
す
で
に
、
彼
の
初
期
の
研
究
計
画
で
あ
る
『
歴
史
と

し
て
の
啓
示
』（
一
九
六
一
年
） 

の
う
ち
描
か
れ
て
い
る 

（
批
判
に
関
し
て
はG

eyer 1962, bes.97.101
-102

を
、
パ
ネ
ン

ベ
ル
ク
の
返
答
に
関
し
て
は O

ffenbarung als G
eschichte ﹇1961², 17

﹈ 

を
参
照
）。ST

h

の
中
で
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
普

遍
的
歴
史
的
意
味
経
験
の
解
釈
学
の
枠
組
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
真
理
を
弁
明
し
よ
う
し
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
す
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三
四

べ
て
の
神
学
的
内
容
の
普
遍
的
理
解
可
能
性
を
構
造
的
に
保
証
す
る
理
解
の
普
遍
的
理
論
を
前
提
に
し
て
い
る
。

　

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
R
・
レ
ン
ト
ル
フ
、
U
・
ヴ
ィ
ル
ケ
ン
ス
、
T
・
レ
ン
ト
ル
フ
と
共
に
出
版
し
た
《
歴
史
と
し
て
の
啓

示
》
の
う
ち
に
、
す
で
にST

h

の
基
本
目
標
が
基
本
路
線
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
命
題
に
基
づ

い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
聖
書
の
証
言
に
よ
る
と
神
の
啓
示
は
、
例
え
ば
神
の
言
葉
、
神
の
名
前
、
あ
る
い
は
神
の
個
々
の
行

為
に
お
い
て
証
し
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
神
の
歴
史
的
行
為
の
《
全
体
に
お
い
て
》
の
み
証
し
さ
れ
る
。
現
実
全
体

に
お
け
る
神
の
臨
在
に
こ
の
よ
う
に
固
執
す
る
態
度
の
う
ち
に
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
G
・
W
・
F
・
ヘ
ー

ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
が
こ
こ
で
、
ま
た
そ
の
後
も
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
思
想
に
与
え
た
大
き
な
影
響
で
あ
る
。
現
実
と
い
う
概
念

は
そ
の
全
体
性
の
形
式
に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
個
々
の
出
来
事
の
普
遍
的
全
体
関
連
と
し
て
の
み
形
成
さ
れ
う
る
、
と

ヘ
ー
ゲ
ル
は
確
信
し
て
い
る
。
こ
の
確
信
が
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
彼
は
、
神
思
想

を
現
実
全
体
の
含
意
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
よ
り
正
確
に
そ
の
全
体
性
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
パ
ネ
ン
ベ
ル

ク
は
、
歴
史
の
神
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
代
の
神
の
言
葉
の
神
学
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ト
マ
ン
学
派
と
一
線
を

画
し
て
い
る
。
彼
は
、
神
の
言
葉
の
神
学
に
対
し
、
彼
ら
は
神
の
言
葉
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
に
焦
点
を
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
信
仰
を
言
葉
の
出
来
事
に
還
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
批
判
し
た
。
ま
た
ブ
ル
ト
マ
ン
学
派
に
対
し
て
は
、

彼
ら
は
そ
の
非
神
話
化
と
い
う
基
本
路
線
に
よ
り
信
仰
の
反
歴
史
的
主
観
主
義
を
弁
護
し
て
い
る
、
と
批
判
し
た
。
両
者
に

対
し
て
彼
は
こ
う
強
調
し
た
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
は
決
し
て
《
た
だ
》
言
語
的
に
証
言
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
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三
五

歴
史
的
に
証
言
さ
れ
た
神
の
歴
史
的
行
為
と
し
て
も
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と 

（vgl.ST
hI, 249f.263f

）。
た
し

か
に
『
歴
史
と
し
て
の
啓
示
』
の
序
に
お
い
て
、
彼
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
歴
史
神
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
を
指
摘
し
て

い
る
。

　
《
神
の
個
々
の
行
為
、
個
々
の
出
来
事
は
、
た
し
か
に
間
接
的
に
そ
の
創
始
者
に
つ
い
て
光
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
唯
一
の
神
の
完
全
な
啓
示
で
は
あ
り
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
全
体
と
し
て
の
歴
史
を
完
結
し
た
も
の
と

し
て
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
た
と
え
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
普
遍
史
と
絶
え
間
な
く
続

く
そ
の
進
展
の
無
限
性
の
中
で
、
個
々
の
出
来
事
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
運
命
の
中
に
見
い

だ
し
て
い
る
よ
う
な
絶
対
的
意
味
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
》（Pannenberg 1961², 20

）。

　

し
た
が
っ
て
全
体
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
の
た
め
に
要
求
す

る
排
他
性
と
矛
盾
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、
歴
史
は
、
人
間
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
神

の
自
己
啓
示
の
基
準
点
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る 
―
― 
し
か
も
そ
の
継
続
が
終
末
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
は
個
々
の
出
来
事
の
絶
対
性
を
知
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
神
の
直
接
的

啓
示
を
知
ら
な
い
と
い
う
前
述
の
歴
史
の
ア
ポ
リ
ア
の
〈
解
決
〉
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
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三
六

る
。
す
な
わ
ち
神
の
啓
示
は
歴
史
の
初
め
に
で
は
な
く
、
歴
史
の
終
り
に
位
置
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
神
の
啓
示
は
ま
だ

や
っ
て
来
な
く
、
出
来
事
の
最
終
的
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
全
体
関
連
と
し
て
の
歴
史
の
《
全
体
性
》
を
通
し
て
た
だ
《
間
接

的
に
》
の
み
証
言
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
歴
史
は
普
遍
史
と
な
る
。
そ
の
終
末
論
的
真
理
は
、《
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
》
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
復
活
の
出
来
事
に
お
い
て
先
取
り
と
い
う
仕
方
で
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
出
来

事
に
お
い
て
歴
史
の
終
り
が
先
立
つ
仕
方
で
起
こ
っ
た
か
ら
で
あ
る （vgl. ST

h II, 393

）。

　

復
活
の
出
来
事
は
し
た
が
っ
て
歴
史
的
現
実
の
一
部
で
あ
り
、
こ
の
点
で
歴
史
的
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

同
時
に
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
と
っ
て
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
進
展
す
る
歴
史
の
中
で
単
純

に
出
来
事
の
順
序
に
組
み
入
れ
ら
れ
ず
、
歴
史
の
終
り
と
の
関
連
を
通
し
て
際
立
ち
、
そ
し
て
そ
の
中
で
歴
史
の
全
体
関
連

を
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
の
歴
史
概
念
は
、
あ
る

現
実
理
解
を
含
意
し
て
い
る 

―
― 

歴
史
は
《
ま
だ
》
終
っ
て
《
い
な
い
》
が
ゆ
え
に
、
こ
の
理
解
は
歴
史
を （
ま
だ
） 

開
か

れ
た
出
口
の
あ
る
一
回
限
り
の
プ
ロ
セ
ス
と
理
解
し
て
い
る 

（vgl. ST
h III, 636f

）。
普
遍
史
と
い
う
彼
の
概
念
に
と
っ
て

重
要
な
の
は
、
歴
史
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
未
来
は
無
規
定
の
ま
ま
で
は
な
く
、
復
活
の
出
来
事
に
お
い
て
す
で
に
現
実
と

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
理
解
は
、
神
学
的
解
釈
学
に
関
す
る
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
理
解
に
も
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
。
文
書
を
理
解

す
る
際
に
、
ま
ず
そ
の
著
者
の
意
図
、
あ
る
い
は
そ
の
内
容
の
受
容
か
ら
始
め
る
解
釈
学
と
異
な
り
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
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三
七

テ
キ
ス
ト
の
著
者
と
同
様
に
読
者
に
も
す
で
に
《
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
》
い
る
こ
の
内
容
の
現
実
を
省
察
す
る
こ
と
を
優

先
す
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
書
の
内
容
は
、
現
実
の
神
学
的
概
念
の
意
味
に
お
い
て
〈
現
実
的
〉
で
あ
る 

―
― 

た
だ
し
そ
の

現
実
が
、
理
解
の
中
で
、
ま
た
他
の
出
来
事
と
の
《
関
連
の
中
で
》
初
め
て
そ
の
意
義
を
獲
得
す
る
歴
史
的
《
事
実
》
で
あ

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
意
味
意
識
の
《
内
的
論
理
》（ST

h III, 636

） 

と
呼

ん
で
い
る
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
経
験
に
お
い
て
、
歴
史
の
全
体
は
、
こ
の
個
々
の
経
験
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、

常
に
、
し
か
も
共
に
、
歴
史
的
理
解
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
解
釈
学
の
理
論
に
は
、
非-

理
解
、

す
な
わ
ち
無
意
味
な
現
実
と
の
関
連
は
存
在
し
な
い
。
歴
史
は
む
し
ろ
現
実
一
般
の
基
本
形
式
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史

は
、
人
間
の
理
解
の
《
地
平
》（
あ
ら
ゆ
る
理
解
の
努
力
の
無
規
定
的
境
界
と
統
一
性
の
根
拠
）、
あ
る
い
は
理
解
に
お
い
て

働
く
《
全
体
》（
多
く
の
出
来
事
に
お
け
る
純
然
た
る
統
一
性
の
視
点
） 

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
神
学
的
に
み
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
現
実
の
《
全
体
性
》、
つ
ま
り
特
殊
な
全
体 （
す
な
わ
ち
神
の
真
理
） 

と
の
関
連
に
お
け
る
現
実
の
統
一
性
の
特
徴
で

あ
る
。
神
の
真
理
は
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
に
対
す
る
こ
の
真
理
の
関
係
は
、
現
実
の
全
体
お
よ
び
そ
の
具

体
的
な
部
分 （
個
々
の
出
来
事
） 

の
把
握
と
の
関
連
で
、《
統
合
的
機
能
》
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

神
学
的
歴
史
概
念
に
お
け
る
現
実
理
解
の
統
合
は
、
今
や
卓
越
し
た
仕
方
で
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
前
提
さ
れ
て
い

る
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
経
験
の
《
歴
史
性
》
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
に
な
る
。〈
歴
史
性
〉
は
《
あ
ら
ゆ
る
経
験
が
獲
得
さ
れ

る
歴
史
的
な
場
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
経
験
の
相
対
性
》（ST

hI,64

） 
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
過
去
と
現
在
の
《
時
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三
八

間
的
距
離
》
の
中
で
、
ま
た
他
方
で
現
実
に
対
し
て
理
解
し
つ
つ
近
づ
こ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
《
文
脈
関
連
性
》
の
中

で
明
ら
か
に
な
る 

（vgl. Pannenberg 1967, 11
-21

）。
ど
の
よ
う
に
し
て
時
間
的
距
離
と
文
脈
が
克
服
さ
れ
う
る
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
彼
の
普
遍
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ガ
ダ
マ
ー
の
〈
地
平
の
融
合
〉
の
範
疇
と
関

連
づ
け
る 
（z.B

.aaO
, 17

;
vgl.Peters 1973

）。
過
去
に
対
す
る
時
間
的
距
離
の
克
服
の
可
能
性
は
、
も
ち
ろ
ん
彼
に
よ
っ

て
神
学
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
神
に
よ
っ
て
歴
史
の
中
で
《
間
接
的
に
》
啓
示
さ
れ
る
真
理
と
現
実
が
、《
あ
ら
ゆ
る
》

意
味
理
解
の
構
成
的
遂
行
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
教
義
学
的
構
想
が
見
事
に
明
示
し
て
い
る
の
は
、
歴
史

的
意
味
理
解
の
普
遍
的
解
釈
学
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
教
義
の
内
容
を
歴
史
の
普
遍
的
に
理
解
で
き
る
真
理
と
し
て
実
証
し
よ

う
と
す
る
強
い
根
本
的
関
心
で
あ
る
。

二
・
二　

ST
h

の
方
法
論
的
前
提

　

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
神
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
明
確
に
な
る
の
は
、
彼
が
歴
史
的
な
意
味
で

の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
狭
い
意
味
で
の
教
義
学
的
教
理
を
記
述
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
な
把
握
に
関
す
る
彼
の
理
解
は
、
歴
史
的
経
験
の
た
っ
た
今
言
及
し
た
ば
か

り
の
解
釈
学
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
彼
の
《
組
織
神
学
》
を
教

義
学
と
呼
ぶ
こ
と
に
反
対
し
て
い
《
な
い
》 （vgl. ST

h I, 7
-8

）。
む
し
ろ
彼
は
、
次
の
こ
と
を
教
義
学
一
般
に
と
っ
て
不
可
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三
九

欠
な
こ
と
と
み
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
体
系
的
叙
述
に
お
い
て
教
義
学
的
諸
概
念
は
単
純
に
措
定
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
歴
史
的
位
置
か
ら
歴
史
的
《
か
つ
》
体
系
的
省
察
を
通
し
て
同
じ
よ
う
に
そ
の
説
得
性
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
関
す
る
彼
の
叙
述
と
推
敲
の
判
断
基
準
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、（
歴
史
的
）

《
正
確
さ
》、《
き
め
の
細
か
さ
》、
そ
し
て
《
客
観
性
》（aaO

,7

） 

で
あ
る
。
最
後
の
判
断
基
準
は
、
も
ち
ろ
ん
組
織
的-

神
学

的
論
証
の
間
主
観
的
追
体
験
の
可
能
性
と
再
吟
味
の
可
能
性
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
論
証
を
歴
史

の
事
実
に
関
す
る
言
明
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
意
味
で
も
理
解
さ
れ
る
。

　

ST
h

の
決
定
的
な
《
方
法
論
的
前
提
》
は
、
教
義
学
に
お
い
て
も
真
理
は
前
提
と
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、（
差
し
当
た
り
） 

議
論
の
余
地
の
あ
る
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の 

（
理
論
的
） 

立
証
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想

の
体
系
的
再
構
成
の
枠
組
の
中
で
、
隔
離
さ
れ
た
仕
方
で
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
神
学
的
言
明
は
そ
れ
ゆ
え
に

仮
説
の
状
態
に
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、
信
仰
の
言
明
は
断
定
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
の
異
論
に
注
意
を
は

ら
う
と
き
に
さ
え
、
こ
の
こ
と
は
妥
当
性
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
言
明
の
中
で
現
実
に
関
し
て
肯
定
的
に
《
主
張
》

さ
れ
る
こ
と
は
、
歴
史
の
終
り
に
世
界
に
お
け
る
神
の
究
極
的
啓
示
を
通
し
て
初
め
て
《
肯
定
的
に
成
就
さ
れ
る
》。
パ
ネ

ン
ベ
ル
ク
は
こ
こ
で
、信
仰
の
確
信
は
差
し
当
た
り
、〈
そ
れ
自
体
〉
ま
だ
決
し
て
真
理
《
判
断
》
で
は
な
い
が
、真
理
の
《
意

図
》
を
認
識
さ
せ
る 

（
省
察
さ
れ
て
い
な
い
言
明
の
意
味
で
の
） 
主
張
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
信
仰
の

言
明
に
対
し
神
学
の
言
明
は
、
真
理
判
断
に
基
づ
く
省
察
さ
れ
た
主
張
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
神
学
の
レ
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四
〇

ベ
ル
の
言
明
と
信
仰
の
レ
ベ
ル
の
言
明
を
区
別
す
る
。
両
者
と
も
、
次
の
よ
う
な
具
合
に
受
容
さ
れ
る
べ
き
主
張
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
主
張
の
中
で
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
究
極
的
規
範
で
あ
る
神
の
真
理
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る （vgl. ST
hI, 68

-69

）。

　

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
明
ら
か
に
経
験
的
諸
科
学
の
学
問
的
理
想
と
、
仮
説
と
事
実
の
そ
の
厳
密
な
分
離
を
目
指
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、ST

h I
-III

に
お
け
る
彼
の
方
法
論
の
取
り
扱
い
は
、
教
義
の
基
本
的

内
容
の
歴
史
的
吟
味
と
い
う
よ
り
も
、
詳
細
な
概
念
史
的
か
つ
問
題
史
的
分
析
と
し
て
理
解
さ
れ
る 

（vgl. R
ingleben 

1998, 337

）。
さ
ら
に
、ST

h
に
お
い
て
た
し
か
に
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
論
証
の
《
諸
前
提
》
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
は
単
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
仮
説
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
だ
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
次
の

よ
う
な
観
点
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

　
（
1
）
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
は
聖
書
の
神
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
神
は
、
歴
史
的
行
為
に
み
ら
れ
る
そ
の
《
積
極
性
》

に
お
い
て
す
べ
て
を
規
定
す
る
現
実
と
し
て （
I
コ
リ
一
五
・
二
八
） 

自
ら
の
本
性
を
表
す
。

　
（
2
）
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
は
世
界
の
現
実
と
関
連
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は
、
世
界
の
現
実
を
神
の
〈
神
性
〉（
神

の
《
リ
ア
リ
テ
ィ
》） 

に
関
す
る
決
断
の
場
と
な
る
よ
う
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
3
）
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
は
人
間
の
現
実
と
関
連
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は
人
間
の
現
実
を 

（
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
に
お
け
る
） 

神
の
《
具
体
的
》
で
《
直
接
的
な
》
行
為
の
場
と
な
し
、
そ
し
て
神
の
聖
霊
を
通
し
て
こ
の
人
間
の
現
実
を
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四
一

永
続
的
に
神
の
真
理
に
与
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
に
関
す
る
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
諸
前
提
か
ら
、
続
い
て
神
論
の
展
開
の
た
め

の
方
法
論
的
な
《
結
論
》
が
引
き
出
さ
れ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
う
主
張
し
て
い
る
。

　
（
1
）
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
は
、
真
理
論
的
に
、（〈
唯
一
の
、
そ
し
て
包
括
的
〉） 

現
実
の
《
普
遍
性
》
と
し
て
の
み
理

解
さ
れ
る
。

　
（
2
）
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
は
、
三
位
一
体
論
的
に
、
内
在
的
か
つ
経
綸
的
三
位
一
体
の
《
同
一
性
》
の
中
で
、
ま
た

啓
示
思
想
と
の
そ
の
機
能
的
起
源
的
結
び
つ
き
の
中
で
の
み
理
解
さ
れ
る
。

　
（
3
）
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
論
的
に
、
イ
エ
ス
の
人
格
の
〈
下
か
ら
〉（
歴
史
的
に
） 

解
釈
さ
れ
た
理
解

と
〈
上
か
ら
〉（
受
肉
論
的
に
） 

解
釈
さ
れ
た
理
解
の
《
方
法
論
的
相
違
》
に
お
い
て
の
み
把
握
さ
れ
る
。

　
（
4
）
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
は
、
聖
霊
論
的
に
、
永
遠
と
こ
の
世
の
時
間
性
の
《
媒
介
》
に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち

人
間
が
終
末
論
的
救
済
の
未
来
と
完
成
に
現
在
参
与
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　

ST
h

に
お
い
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
こ
れ
ら
の
諸
前
提
と
そ
の
諸
帰
結
を
個
々
の
教
義
学
的
論
題
の
歴
史
的
展
開
の
包
括

的
叙
述
に
統
合
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
特
に
歴
史
的
再
構
成
に
よ
る
基
礎
づ
け
を
経
験
し
て
い
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
著
作

の
中
で
、
こ
の
事
態
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
要
求
の
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
喜
ん
で
受
け
い
れ

ら
れ
た
未
解
決
性 （vgl.I, 59

） 

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
に
よ
っ
て
相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
神
学
史
的
論
証
と
体
系
的
論
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四
二

証
は
特
に
批
判
的
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
・
三　

ST
h

の
内
容

　

ST
hI

-III
の
卓
越
し
た
主
題
は
、
前
提
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
真
理
性
を
問
う
問
い
で
あ
る
。
こ

の
問
い
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
関
連
で
定
式
化
し
て
い
る
よ
う
に 

（ST
h I, 63

）、《
真
理
の
統
一

性
の
存
在
論
的
場
》
と
し
て
の
神
思
想
の
展
開
を
通
し
て
答
え
ら
れ
る
。
教
義
学
的
神
学
が
そ
の
全
体
に
お
い
て
説
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
神
思
想
は （vgl.aaO

, 482
-483

）、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
存
在
す
る
も
の
《
す
べ
て
》
の
真
理 

―
― 

そ
の
さ

い
神
思
想
は
根
拠
と
し
て
機
能
す
る 
―
― 

が
名
指
し
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、〈
存
在
論
的
〉
で
あ
る 

（
こ
れ
に
対

し
批
判
的
な
も
の
と
し
て
はG

lim
pel 2007, 84

-115

を
参
照
）。
さ
ら
に
神
は
、
神
御
自
身
が
た
し
か
に
有
限
で
は
な
く
、

歴
史
の
神
と
し
て
歴
史
的
な
出
来
事
の
偶
然
性
を
包
み
込
む
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
真
理
の
〈
場
〉
で
あ
る 

（vgl.ST
h I, 

419ff.438f.452

）。
神
の
現
実
は
、時
間
性
に
対
立
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、そ
の
現
れ
が
終
末
論
的
世
界
更
新
と
な
る《
神

御
自
身
に
お
け
る
生
成
の
た
め
の
空
間
》（aaO

, 472f
） 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
思
想
に
よ
っ
て
神
学
的
に
詳
し
く
論
じ

ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
真
理
経
験
が
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
偶
然
性
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
のST

h

の
論
証
の
中
心
に
あ
る
関
心
は
、
歴
史
の
理
解
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
思
想
と （
人

間
の
） 

現
実
理
解
の
関
連
を
叙
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。ST

h I

が
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
神
思
想
の
根
本
的
特
徴
、
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四
三

つ
ま
り
神
学
の
現
実
理
解
に
対
す
る
神
思
想
の
真
理
論
的
機
能
に
お
け
る
そ
の
根
本
的
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
内

在
的
三
位
一
体
と
経
綸
的
三
位
一
体
の
関
係
を
体
系
的
に
統
一
性
と
し
て
新
た
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
独
自
な
三
位
一

体
の
神
学
を
展
開
し
て
い
る
。
第
II
巻
は
、
神
思
想
が
創
造
論
的
に
、
ま
た
救
済
論
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
と

い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
基
礎
神
学
と
キ
リ
ス
ト
論
の
関
係
を
根
本
的
に
新
た
に
熟
考
す
る
神
学
的

人
間
論
を
展
開
し
て
い
る
。
第
III
巻
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
統
一
性
の
聖
霊
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
理
解
に
対
す
る
神
思

想
の
意
義
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
神
の
現
実
に
参
与
す
る
と
い
う
創
造
の
完
成
を
中
核
に
据
え
た
聖
霊
論
を
構

想
し
て
い
る
。

　

ST
h

の
受
容
の
過
程
で
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
神
学
の
内
部
に
お
け
る
、
ま
た
神
学
の
外
部
に
お
け
る
パ
ネ
ン
ベ

ル
ク
の
神
学
的
聖
霊
概
念
の
理
解
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
こ
れ
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
神
思
想
に

関
す
る
三
位
一
体
的
神
学
的
熟
考
の
中
で
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
聖
霊
を
三
位
一
体
的
諸
関
係
の
《
永
遠
の
》
交
わ
り
と
し

て
規
定
す
る
聖
霊
理
解
に
反
対
し
て
い
る （vgl.ST

hI, 343

）。
聖
霊
概
念
の
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
関
連
で
規
定
的
と

な
っ
た
こ
の
理
解
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
啓
示
の
思
想
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
啓
示
の
思
想
は
内
在
的
か
つ
経
綸
的
三
位
一
体
の
緊
密
な
関
連
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
啓
示
神
学
的
熟
考
と
無
関
係
な
神
論
を
展
開
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た 

（vgl.aaO
, 563

）。
こ
の
こ
と
は
、

彼
の
聖
霊
論
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
な
る
。
た
し
か
に
彼
の
論
証
に
お
い
て
、
聖
霊
論
は
概
念
的
に
キ
リ
ス
ト
論
に
従
属
し
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四
四

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
し
て
も
、
神
的
か
つ
人
間
的
現
実
を
含
意
の
関
係
の
う
ち
に
置
こ
う
と
す
る
神
思
想
の
理
解
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
同
じ
よ
う
に
中
心
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

　

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
そ
の
三
位
一
体
的
神
学
的
熟
考
に
お
い
て
ま
ず
強
調
し
て
い
る
の
は
、
三
位
一
体
内
に
お
け
る
父
と
子

か
ら
の
聖
霊
の
自
己
区
別
が
、
父
か
ら
の
子
の
区
別
と
異
な
る
こ
と
で
あ
る 

（vgl.aaO
, 349

）。
父
か
ら
の
子
の
区
別
に
お

い
て
の
み
、
父
は
唯
一
の
神
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
聖
霊
は
、
三
位
一
体
の
諸
関
係
の
相
互
性
を
保
証
す
る
（vgl.aaO

, 

344

）。
聖
霊
は
そ
れ
ら
の
交
わ
り
の
媒
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
聖
霊
は
特
に
そ
の
《
仲
介
的
機
能
》
に
お
い
て
働
く
。
交

わ
り
を
生
み
出
す
そ
の
働
き
は
、
類
比
的
に
神
と
人
間
の
関
係
に
も
再
び
み
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
《
キ
リ
ス
ト
者
は
、
彼
ら

に
お
け
る
聖
霊
の
受
領
と
そ
の
働
き
を
通
し
て
子
の
関
係
へ
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ら
﹇
で
あ
る
﹈》（ebd.

）。
ま
さ
に
イ

エ
ス
の
死
を
通
し
て
、
人
間
の
う
ち
に
も
聖
霊
の
働
く
機
会
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ST
h 

の
第
II
巻
に
お
い
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
物
理
学
の
場
の
概
念
を
採
用
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
り
世
界
に
お
け
る
神
の

霊
の
働
き
を
理
解
し
や
す
く
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
に
お
け
る
霊
の
働
き
の
展
開
の
中
で
必
要
と
さ
れ
る
、
神
思
想
と
人

間
の
現
実
の
媒
介
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
三
位
一
体
論
の
神
学
が
同
時
に
神
学
的
現
実
理

解
を
伝
え
う
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
物
理
学
的
場
の
理
論
と
神
学
的
場
の
理
論
の
違
い
を
否
定
す

る
こ
と
な
く
、
物
理
学
か
ら
場
の
理
論
を
採
用
し
て
い
る
。
両
者
は
同
一
の
現
実
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
歴
史
的
に
同

一
の
哲
学
的
根
源
に
遡
る 

（vgl.aaO
, 103

）。
こ
れ
に
よ
り
、
神
の
力
の
場
と
い
う
神
学
的
観
点
か
ら
み
た
四
次
元
空
間
の
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四
五

連
続
性
と
し
て
の
場
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る （vgl.aaO
, 111

-112 sow
ie 117f

）。
時
間
の
連
続
性
は
、
過

去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
時
間
的
な
つ
な
が
り
の
持
続
性
と
い
う
仮
定
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。 

さ
ら
の
こ
の
連
続

性
の
中
で
、
時
間
的
な
つ
な
が
り
と
の
関
連
に
お
け
る
空
間
の
相
対
的
同
時
性
が
明
ら
か
に
な
る
。
時
間
の
不
可
逆
性
と
い

う
前
提
の
も
と
で
、
時
間
的
な
つ
な
が
り
の
持
続
性
は
独
立
し
た
現
実
の
連
続
性
を
構
成
し
て
い
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、

こ
の
現
実
の
連
続
性
を
今
や
未
来
の
表
象
た
め
に
神
学
的
に
拡
大
す
る
。
こ
の
表
象
は
、
物
理
学
的
に
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増

大 （
熱
伝
達
に
よ
る
空
間
容
積
の
増
大
） 

と
い
う
熱
力
学
の
原
理
に
対
応
し
て
い
る （vgl.aaO

, 118

）。し
た
が
っ
て
未
来
は
、

《
神
の
霊
の
創
造
的
な
力
学
の
中
に
現
れ
る
未
来
の
力
》 （aaO

, 124

） 

で
あ
り
、
こ
の
未
来
の
力
は
現
在
の
う
ち
に
す
で
に

最
終
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
力
は
時
間
の
持
続
の
根
源
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
出
来
事
の
偶

然
性
の
根
源
で
も
あ
る
。
神
学
的
に
は
、
そ
れ
は
時
間
へ
の
神
の
永
遠
の
進
入
を
意
味
す
る
。

二
・
四　

基
礎
と
体
系:

人
間
学
と
神
学
は
交
換
可
能
な
関
係
に
あ
る
の
か
？

　

真
理
論
的
基
礎
づ
け
と
そ
の
三
位
一
体
論
的
先
鋭
化
と
並
ん
で
、特
に
注
目
さ
れ
た
の
はST

h

の
《
キ
リ
ス
ト
論
的
方
法
》

で
あ
る （vgl.ST

h II, 316
-336

）。

　

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
はST

h II

の
中
で
自
ら
、
歴
史
的
イ
エ
ス
か
ら
始
め
る
《〈
下
か
ら
の
〉
キ
リ
ス
ト
論
》
と
、
受
肉
、
つ

ま
り
先
在
的
な
神
の
子
の
こ
の
世
へ
の
派
遣
か
ら
出
発
し
、
イ
エ
ス
の
人
格
の
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解
を
基
礎
づ
け
る
《〈
上
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四
六

か
ら
の
〉
キ
リ
ス
ト
論
》
の
間
に
み
ら
れ
る
方
法
論
的
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
キ
リ
ス
ト
論

の
こ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
補
完
し
合
う
こ
と
で
あ
る
。〈
下
か
ら
の
〉
つ
ま
り
基
礎
か
ら
始
め
る
キ
リ
ス
ト
論
に
端
的

に
認
め
ら
れ
る
べ
き
優
越
性
は
方
法
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
〈
上
か
ら
の
〉
つ
ま
り
体
系
的
に
始
め
る
キ
リ
ス

ト
論
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
優
越
性
は
内
容
的
な
も
の
で
あ
る 

（aaO
, 327

）。
キ
リ
ス
ト
論
的
言
明
の
た
め
の
二
つ
の
基
礎
づ

け
の
方
法
を
互
い
に
結
び
つ
け
る
に
は
、
二
つ
の
観
点
の
間
の
内
的
関
連
性
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
エ
ス
の

生
涯
と
死
の
歴
史
的
場
と
、
そ
の
受
肉
論
的
解
釈
は
相
互
に
制
約
し
合
っ
て
い
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
こ
れ
を
も
と
も
と

復
活
の
歴
史
的
〈
事
実
〉
の
明
白
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
て
い
た
。

　

ST
hII

の
中
で
彼
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
の
歴
史
性
に
関
す
る
一
九
六
〇
年
代
の
彼
の
発
言
を
修
正
し
、
今
や
彼
は
、
復
活

の
出
来
事
の
同
時
代
の
解
釈
の
多
義
性
を
認
め
て
い
る
。空
虚
な
墓
の
発
見
と
弟
子
た
ち
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
出
現
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
出
来
事
の
内
容
に
対
す
る
省
察
を
通
し
て
、
後
か
ら
初
め
て
、
弟
子
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
十
字
架
に
つ

け
ら
れ
た
神
の
子
の
復
活
《
と
し
て
》
同
一
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
歴
史
的
に
経
験
さ
れ
た
こ
と
の
《
キ
リ
ス
ト
教
的
》

規
定 

（
復
活
の
使
信
） 

に
お
い
て
初
め
て
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
な
彼
の
中
心
的
言
明
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、《
イ
エ
ス
の
復
活
の
事
実
と
彼
の
﹇
キ
リ
ス
ト
論
的
﹈
意
味
内
容
は
互
い
に
分
離
さ
れ
な
い
》（aaO

, 386

）。
こ

の
言
明
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
彼
に
よ
る
区
別
、
つ
ま
り
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
キ
リ
ス
ト
論
的
信
仰
告
白
に
お
け

る
暗
示
的
意
味
内
容
と
明
示
的
解
釈
の
区
別
で
あ
る
。
両
者
の
間
を
仲
介
す
る
の
は
、
歴
史
に
お
け
る
神
の
行
為
と
し
て
神
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四
七

学
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
〈
現
実
の
全
体
性
〉
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、事
実
の
レ
ベ
ル
と
解
釈
の
レ
ベ
ル
は
、

暗
示
的
か
つ
明
示
的
歴
史
理
解
を
可
能
に
す
る
《
内
的
》
関
連
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
論
の
内
部
に

お
け
る
イ
エ
ス
の
メ
シ
ア
意
識
と
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
告
白
と
の
一
致
と
い
う
古
い
問
い
は《
従
属
的
な
問
い
》に
な
っ

た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る （aaO

, 321

）。

　

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
キ
リ
ス
ト
論
的
方
法
の
さ
ら
な
る
特
色
は
、
神
学
と
人
間
学
の
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る
。〈
下
か
ら
の
〉

キ
リ
ス
ト
論
の
方
法
論
的
優
位
の
基
礎
づ
け
と
の
関
連
で
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
自
ら
こ
う
問
い
か
け
る
。
人
間
学
は
、
そ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
点
で
《
普
遍
的
人
間
学 

―
― 

ま
だ
神
か
ら
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
か
ら
構
想
さ
れ

て
い
な
い
人
間
学 

―
― 

を
イ
エ
ス
の
出
現
の
そ
の
解
釈
の
基
礎
と
す
る
》（aaO

, 329

） 

危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
の
か
、
と
。

こ
の
危
険
を
避
け
る
に
は
、
人
間
学
と
キ
リ
ス
ト
論
の
間
の
解
釈
学
的
循
環
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
循
環
は
《
循
環
的
相
互
制
約
性
》（ebd
） 
の
構
造
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
よ
り
、
そ
の
関
連
で
神

学
的
に
確
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
人
間
学
的
に
前
提
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間

の
神
的
似
像
性
に
関
す
る
聖
書
の
言
葉
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
る
解
釈
学
的
循
環
で
あ
る
。
神
的
似
像
性
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル

ク
に
よ
り
《
神
観
念
と
人
間
の
自
己
理
解
の
相
互
制
約
》（ebd.
） 
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
学
的
人
間
学
は
、

人
間
と
そ
の
現
実
に
関
す
る
言
明
を
キ
リ
ス
ト
者
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
に 

（
無
神
論
者
と
不
可
知
論
者
に
も
） 

あ

て
は
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
求
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
お
い
て
現
実
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
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四
八

方
法
論
的
に
も
神
学
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
や
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル

ク
の《
構
造
論
的
力
動
的
》キ
リ
ス
ト
論
的
方
法
の
特
異
な
強
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、キ
リ
ス
ト
論
の
場
に
お
い
て （
普
遍
的
） 

人
間
学
と
神
学
の
間
の
相
互
的
変
容
運
動
を
記
述
す
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
自
身
は
、
彼
の
方
法
を
、
人
間
に
関
す
る
キ
リ
ス

ト
教
的
理
解
の
諸
制
約
、
つ
ま
り
普
遍
的
人
間
学
と
結
び
つ
い
た
諸
制
約
の
《
徐
々
に
前
進
す
る
止
揚
》（ebd.

） 

と
呼
ん
で

い
る
。
こ
の
〈
止
揚
〉
に
よ
り
、
普
遍
的
人
間
学
に
お
い
て
〈
い
つ
も
す
で
に
〉
神
学
的
事
態
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

方
法
論
的
に
こ
の
普
遍
的
人
間
学
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
相
互
的
変
容
を
通
し
て
初
め

て
、
キ
リ
ス
ト
論
に
対
す
る
人
間
学
の
体
系
的-

神
学
的
意
義
が
意
識
さ
れ
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
普
遍
的
人
間
学
は

神
学
的
人
間
学
の
中
立
的
基
盤
を
記
述
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
差
異
を
含
む
神
学
的
人
間
学
の
統
一
性

の
一
部
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
場
合
、
人
間
学
の
キ
リ
ス
ト
論
へ
の
変
容
は
常
に
〈
止
揚
〉
と
〈
保
持
〉
の
相
互
性
の

中
で
遂
行
さ
れ
て
い
る （〈sublation

〉
と
〈preservation

〉;
Schults 1999, 203

-212

）。

三　

影　
　

響

　

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
のST

h I
-III

の
場
合
、
神
学
的
影
響
と
並
ん
で
、
そ
の
著
作
の
学
際
的
か
つ
超
教
派
的
影
響
史
も
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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四
九

　

歴
史
の
神
学
に
お
け
る
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、こ
れ
は
一
見
不
思
議
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

歴
史
科
学
の
側
か
ら
の
反
応
を
ほ
と
ん
ど
惹
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
。
彼
の
歴
史
学
的
諸
命
題
は
特
に
神
学
的
に
評
価
さ
れ
、

ま
た
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
さ
い
関
心
の
的
と
な
っ
た
問
い
は
、
彼
の
言
う
〈
歴
史
の
神
学
〉
は
事
実
上
聖
書
の
神
の
像
に
基

づ
い
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
む
し
ろ
《
観
念
論
以
後
の
、
思
想
の
歴
史
化
》（G

eyer 1962, 93

）
―
― 

近
代
の
根
本
的

主
題 

―
― 

の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。ST

h

の
受
容
の
過
程
で
後
者
は
、
次
の
よ
う
な
主
張

へ
と
拡
大
さ
れ
て
行
っ
た
。
つ
ま
り
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
のST

h

は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
諸
条
件
の
も
と
で
は
も
は
や
正
当
化

さ
れ
な
い
真
理
理
解
と
合
理
性
理
解
を
展
開
し
て
い
る
、
と
。
彼
ら
の
主
張
に
よ
る
と
、
こ
の
こ
と
が
特
に
明
ら
か
に
な
る

の
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
提
案
し
て
い
る
神
学
的
合
理
性
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
得
よ
う
と
目
指
し
て
い
る
学
際
的
対

話
そ
れ
自
体
が
不
可
能
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
き
で
あ
る （vgl.Stew

art 2000
;

こ
れ
に
反
論
し
て
い
る
の
はShults 2001

）。

ま
た
彼
ら
の
主
張
に
よ
る
と
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
彼
の
議
論
す
る
学
問
的
認
識
を
端
的
に
哲
学
的
批
判
に
委
ね
ず
、
し
か

も
結
果
と
し
て
諸
々
の
見
解
の
相
互
変
容
を
も
た
ら
す
神
学
と
学
問
の
間
の
〈
真
の
〉
接
触
を
認
め
て
い
な
い 

（vgl.Stew
-

art 2000, 5

）。
さ
ら
に
彼
は
、
知
の
社
会
的
か
つ
実
践
的
制
約
を
意
識
し
て
い
な
く
、
そ
れ
を
思
惟
の
、
文
脈
に
捉
わ
れ
な

い
論
理
と
同
一
視
し
て
い
る （vgl.aaO

, 4

）。

　

彼
の
歴
史
神
学
と
異
な
り
、
三
つ
の
主
題 

（
① 

物
理
学
に
お
け
る
場
の
概
念
の
聖
霊
論
的
解
釈
、
② 

創
造
の
偶
然
性
の

強
調
、
③ 

現
実
理
解
に
対
す
る
未
来
の
存
在
論
的
優
位
性
） 

に
集
中
し
て
い
る
、〈
自
然
神
学
〉
に
対
す
る
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
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五
〇

の
貢
献
は
、
す
で
に
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
学
際
的
反
響
を
呼
び
起
こ
し
て
い
た 

（vgl.die D
iskussion in A

lbrigth/H
au-

gen 1997

）。
こ
こ
で
そ
の
例
と
し
て
特
に
、
物
理
学
者
で
あ
る
と
共
に
神
学
者
で
も
あ
る
J
・
ポ
ー
キ
ン
グ
ホ
ー
ン
と
の

論
争
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る 

（vgl.Pannenberg 2001
;

Polkinghorne 1999, 2001

）。
ポ
ー
キ
ン
グ
ホ
ー
ン
は
特
に
パ

ネ
ン
ベ
ル
ク
の
場
の
概
念 （
と
そ
の
他
の
物
理
学
的
諸
概
念
） 

の
無
差
別
的
な
応
用
を
批
判
し
た 

―
― 

こ
の
場
の
概
念
に
よ

り
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
物
理
学
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
場
の
物
質
性
を
〈
精
神
化
し
て
お
り
〉、
し
た
が
っ
て
現
在
主
張

さ
れ
て
い
る
物
理
学
の
理
論
を
現
実
に
正
し
く
取
り
扱
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
彼
は
ま
ず 

（
学
問

的
・
科
学
的
） 

哲
学
的
場
の
概
念
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
狭
義
の
意
味
で
の
物
理
学
の
場
の
概
念
を
前
提
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
答
え
た
。

　

最
後
に
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
のST

h
の
超
教
派
的
影
響
も
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
概
念
は
、
特

に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
神
学
の
側
か
ら
繰
り
返
し
大
き
な
注
目
を
浴
び
た 

（vgl. K
och 1988

;
G

reiner 

1988
;

G
läßer 1991

;
K

endel 1999
;

u.a.

） 
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
K
・
ラ
ー
ナ
ー
の
神
学
と
比
較
さ
れ
た 

（vgl. Spring-

horn 2001

）。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
受
容
に
は
、
神
学
と
哲
学
を
神
思
想
の
観
点
か
ら
関
連
づ
け
る
試
み
に
同
意
す
る
傾
向
が
強

く
み
ら
れ
る
。
次
の
よ
う
な
批
判
の
声
を
耳
に
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
学
問
的

現
実
理
解
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
よ
う
な
、
神
学
的-

哲
学
的
〈
メ
タ
批
判
〉
の
根
拠
を
批
判
的
に
評
価
す
る
声
で
あ
る （
特

にG
läßer 1991, 81

-90. 135
-137

を
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
神
学
は
〈
現
実
一
般
〉
に
対
し
実
際
に
決
定
権
を
も
ち
、
信
仰
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五
一

の
現
実
は
こ
れ
と
常
に
《
一
義
的
》
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
のST

h

に
対
す
る
建
設
的
か
つ
批
判
的
反
応
の
多
く
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
、
問
題
を
厳
密
に

捉
え
分
析
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
共
に
、
ま
た
そ
れ
を
可
能
に
す
る
神
学
的
構
想
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ

ル
ク
の ST

h
に
つ
い
てJ.B

. C
obb, Jr.

は
、
そ
れ
は
彼
の
世
代
の
確
か
に
最
大
の
体
系
的-

神
学
的
全
体
描
写
で
あ
る （ST

h 

III

の
背
表
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
） 

と
述
べ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な

歴
史
的
焦
点
深
度
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
教
義
学
的
主
題
の
体
系
的
構
成
と
推
敲
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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