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教
義
学
と
い
う
概
念
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
全
体

的
記
述
を
「
組
織
神
学
」
と
い
う
表
題
で
表
す
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ

で
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
表
題
は
文
字
ど
お
り
に
受
け
取
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
義
学
の
素
材
は
、
そ
の
す
べ
て
の
部
分
に
お
い

て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
の
展
開
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
第
一
章

は
神
学
概
念
の
論
究
か
ら
始
め
ら
れ
る
。

長
い
間
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
全
体
の
体
系
的
統
一
性
を
い
っ
そ
う
明
確
に
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
た
め
に
、
歴
史
的
諸
問
題
の
混
乱
を
も
た
ら
す
多
様
性
か
ら
解
き

放
た
れ
、
教
義
学
的
な
諸
々
の
テ
ー
マ
の
実
質
的
諸
関
連
に
完
全
に
集
中
す

べ
き
で
あ
る
、
と
。
不
本
意
な
が
ら
わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
な
記
述
の
形
式
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は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
学
問
的
研
究
に
と
っ
て
、
望
ま
し
く
、
し
か
も

到
達
可
能
な
正
確
さ
、
区
別
、
そ
し
て
客
観
性
に
至
り
え
な
い
こ
と
を
認
め

て
き
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
は
た
し
か
に
徹
底
的
に
歴
史
的
な
形
成
物
で

あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
史
的 

（historsich

） 

形
態
に

お
け
る
神
の
歴
史
的 （geschichtlich

） 

啓
示
と
、
彼
に
関
す
る
原
始
キ
リ
ス

ト
教
に
よ
る
宣
教
の
告
知
の
諸
々
の
証
言 

│ 

同
様
に
史
的
解
釈
を
通
し

て
の
み
ま
さ
に
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
諸
々
の
証
言 

│ 

に
依
拠

し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
は
、
使
徒
の
時
代
以
来
、
イ
エ
ス
の
人
格

と
歴
史
に
お
け
る
神
の
行
為
の
普
遍
的
射
程
を
言
葉
で
的
確
に
表
現
し
よ
う

と
す
る
諸
々
の
努
力
の
流
れ
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
き
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト

教
の
教
理
の
術
語
も
、
こ
の
諸
々
の
努
力
の
歴
史
に
お
け
る
そ
の
場
か
ら
切

り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
ず
神
学
の
概
念
そ

れ
自
体
に
、
そ
し
て
そ
の
す
べ
て
の
根
本
概
念
に
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
ら
の

概
念
の
各
機
能
が
完
全
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
の
概
念
が
導

入
さ
れ
る
歴
史
的
場
が
特
定
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
お
け
る
そ
の
用

法
と
そ
の
特
定
の
価
値
の
変
化
が
、
そ
の
た
め
の
規
準
と
な
る
諸
々
の
根
拠

と
共
に
概
観
さ
れ
る
と
き
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
そ
の
と
き
だ
け
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
批
判
的
で
鋭
敏
な
意
識
を
も
た
な
い
教
義
学
的
術
語
の
使
用
は
、

依
然
と
し
て
比
較
的
曖
昧
で
あ
り
、
素
朴
で
あ
る
。
そ
の
う
え
そ
れ
は
、
言

葉
の
悪
い
意
味
で
「
ド
グ
マ
的
」
な
ま
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
の

教
理
の
伝
統
的
言
語
と
い
つ
も
す
で
に
結
び
つ
い
て
い
る
煩
わ
し
い
諸
問
題

を
考
慮
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
試
み
ら
れ
た
諸
々
の
体

系
的
構
成
は
依
然
と
し
て
恣
意
的
で
あ
り
、
拘
束
力
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
ら
の
構
成
に
お
い
て
部
分
的
に
ど
れ
ほ
ど
正
し
い
鋭
敏
な
感
覚  

│ 

そ
の
真
理
内
容
は
、
他
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
判
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る 

│ 

が
明
ら
か
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
批
判
的
で
な
い
か
ら
で

あ
る
。
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
対
す
る
諸
々
の
異
論
は
し
ば
し
ば

あ
ま
り
に
単
純
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
批
評
家
の
目
に
は
、
そ

の
史
的
人
物
像
の
複
雑
さ
と
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
解
釈
の
可
能
性
が
十
分

に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
義
学
的
諸
概
念
、
キ
リ
ス
ト

教
の
教
理
の
中
心
的
な
諸
々
の
テ
ー
マ
の
、そ
れ
ら
と
結
び
つ
い
た
同
一
化
、

そ
し
て
そ
の
評
価
の
歴
史
的
場
に
つ
い
て
の
省
察
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
人
格
と
歴
史
の
普
遍
妥
当
性
の
表
現
と
し
て
の
そ
の
有
用
性
と
限
界
を
内

容
的
に
判
断
す
る
う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教

理
の
研
究
と
記
述
の
際
に
は
、
そ
れ
と
共
に
掲
げ
ら
れ
る
真
理
の
諸
要
求
を

考
慮
し
つ
つ
、
歴
史
的
省
察
と
体
系
的
省
察
が
絶
え
ず
結
合
さ
れ
、
貫
徹
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
の
趣
向
な
い
し
そ
の
時
々
の
時
代
の
流
行
に

従
っ
た
自
由
な
体
系
化
以
上
の
も
の
を
提
供
す
る
そ
の
内
容
の
純
粋
に
体
系

的
記
述
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
諸
研
究
の
結
果
の
、
事
後
に
な
さ
れ
た
要

約
と
し
て
の
み
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
ま
さ
に
、
キ
リ
ス
ト

教
の
教
理
の
新
た
な
定
式
化
の
た
め
の
基
礎
づ
け
の
過
程
を
そ
れ
に
特
有
な

主
要
問
題
か
ら
展
開
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
所
見 

（B
em

erkungen

） 

は
あ
ら
か
じ
め
、
以
下
の
章
の
論
証

形
式
の
弁
明
と
し
て
、
ま
た
読
者
の
準
備
の
た
め
に
提
示
さ
れ
る
。
た
と
え

歴
史
的
な
細
部
が
問
題
に
な
る
と
し
て
も
、
論
証
過
程
の
展
開
に
と
っ
て
中

心
的
な
事
態
は
現
行
の
本
文
の
な
か
に
姿
を
現
す
。
し
か
し
他
方
で
、
論
証

過
程
の
概
要
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
注
で
取
り
扱
わ
れ
な
い
場
合

に
は
、
個
々
の
詳
説
な
い
し
解
説
は
、
小
さ
な
文
字
で
表
記
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
歴
史
的
事
態
の
論
究
は
決
し
て
歴
史
的
な
古
い
意
味
を
も
つ
だ
け
で
は

な
い
。
同
時
代
の
文
献
と
の
取
り
組
み
と
同
様
に
そ
の
選
択
は
、
体
系
的
論

証
の
発
展
に
と
っ
て
必
然
的
と
思
わ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
解

明
に
資
す
る
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
考
察
さ
れ
る

文
献
の
完
全
性
と
、
さ
ら
に
文
献
に
対
す
る
調
和
の
と
れ
た
見
通
し
は
断
念

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
諸
々
の
歴
史
的
か
つ
内

容
的
説
明
は
体
系
的
論
証
の
展
開
に
も
役
立
つ
。
そ
の
時
々
の
論
証
の
目
標

は
、
各
章
の
終
り
に
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら

そ
れ
ら
の
結
果
は
、
も
し
も
そ
れ
ら
が
そ
の
根
拠
づ
け
と
の
関
連
で
相
対
的

に
評
価
さ
れ
る
代
わ
り
に
、
命
題
そ
れ
自
体
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
な
ら

ば
、
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
。

哲
学
と
神
学
の
関
係
に
関
す
る
一
定
の
理
解
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
こ

の
全
体
的
記
述
を
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
は
、た
し
か
に
間
違
え
よ
う
が
な
い
。

特
に
そ
れ
は
、
同
じ
出
版
社
か
ら
同
時
に
、
形
而
上
学
に
関
す
る
講
義
を
ま

と
め
た
筆
者
の
小
さ
な
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
記
述
に
は
、
た
と
え
そ

れ
が
わ
た
し
自
身
の
も
の
で
あ
れ
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
哲
学
的
体
系
と
の
関

連
が
み
ら
れ
る
、
と
陰
で
非
難
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
警
告
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
わ
た
し
の
判
断
で
は
、哲
学
的
神
学
の
課
題
は
、

神
の
歴
史
的
啓
示
か
ら
初
め
て
そ
の
思
想
的
完
結
を
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
注
意
深
い
読
者
は
、
章
ご
と
に
対
象
に
従
っ
て
方
法
論

が
変
わ
っ
て
行
く
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
は
「
神
」
と
い
う
語

の
使
用
に
関
す
る
近
代
の
諸
研
究
の
議
論
か
ら
始
ま
り
、
こ
れ
に
対
し
第
三

章
は
宗
教
概
念
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
第
四
章
は
詳
細
な

聖
書
釈
義
の
説
明
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
明
ら
か
に
そ

の
時
々
の
対
象
の
特
異
性
か
ら
生
じ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
形
式

ば
っ
た
方
法
論
的
論
究
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
章
か
ら
章
へ

と
移
行
す
る
際
に
、
特
に
第
一
章
の
終
り
と
、
第
四
章
の
始
め
と
終
り
に
お

い
て
、
読
者
は
繰
り
返
し
記
述
の
進
め
方
に
関
す
る
方
法
論
的
吟
味
に
出
く

わ
す
で
あ
ろ
う
。
方
法
論
的
省
察
は
、
事
柄
そ
れ
自
体
と
そ
の
記
述
の
相
互

関
係
に
基
づ
く
根
拠
づ
け
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
か
じ
め
抽
象
的

な
仕
方
で
提
示
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
、
神
学
の
中
心
内
容
に
関
し
、

ま
た
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
論
に
関
し
、
普
遍
的
一
致
が
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
い
よ
う
な
状
況
で
は
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

神
学
の
学
問
論
に
関
す
る
わ
た
し
の
書
物
に
精
通
し
て
い
る
ひ
と
は
、
こ

こ
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
り
も
い
っ
そ
う
強
力
に
他
の
諸
々
の
宗
教
的
立
場
と
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対
決
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を
取
り
扱
う
記
述
を
わ
た
し
か
ら
期
待

す
る
か
も
し
れ
な
い
。こ
の
点
に
関
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
は
原
則
と
し
て
諸
宗
教
と
そ
の
矛
盾
す
る
諸
々
の
真
理
要
求
の

世
界
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
第
四
章
に
お
け
る
啓
示
と
い
う
主

題
の
取
り
扱
い
が
、
宗
教
と
い
う
主
題
の
立
て
方
に
関
す
る
先
行
す
る
詳
論

と
接
続
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
点
で
論
証
の
継
続
性
が
教
義
学
的

想
定
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
続
く
章
は
も
ち
ろ
ん
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
と
、
聖
書
の
啓
示
の
解
釈
と
し
て
の
そ
の
諸
々
の
真
理

要
求
の
自
己
理
解
の
定
式
化
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
明
確

化
は
、
他
の
諸
宗
教
の
諸
々
の
主
張
と
の
あ
ら
ゆ
る
対
比
の
際
に
い
つ
も
す

で
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
で
神
学
の
主
題
が

特
に
必
要
と
す
る
の
は
、
第
四
章
の
終
り
に
論
究
さ
れ
る
方
法
論
的
方
向
転

換
で
あ
る
。
そ
の
際
、
明
確
な
宗
教
的
比
較
は
、
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
よ

り
も
き
っ
と
い
っ
そ
う
強
く
、
キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
の
内
容
の
自
己
解
釈
に

向
か
う
で
あ
ろ
う
。
世
界
の
諸
宗
教
の
競
合
す
る
諸
々
の
理
解
の
間
の
体
系

的
比
較
の
完
遂
は
、
お
そ
ら
く
組
織
神
学
が
将
来
い
っ
そ
う
強
力
に
取
り
組

む
諸
課
題
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
特
に
き
っ
と
第
三

世
界
の
諸
教
会
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
重
要
な
諸
々
の
貢
献
も
期
待
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
記
述
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
明
ら
か
に
、
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の

批
判
的
受
容
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
に
の
み
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者

の
精
神
的
遺
産
に
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の

大
部
分
の
教
会
の
諸
々
の
起
源
は
、
最
終
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教

の
歴
史
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
、
そ
の
地
理
的
由
来
と

同
様
に
そ
の
教
派
的
由
来
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ

の
な
か
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
ル
タ
ー
派
の
教
派
的
神
学
で
は
な
く
、

（
例
え
ば
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
神
学
と
対
立
す
る
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
神
学

で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
専
ら
キ
リ
ス
ト
教

の
教
理
と
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
告
白
の
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
の

主
に
対
す
る
信
仰
に
お
け
る
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
の
統
一
に
貢
献
す
る
で

あ
ろ
う
。

原
稿
を
ま
と
め
る
際
に
た
ゆ
ま
ず
労
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
秘
書
ガ
ビ
ィ
・

ベ
ル
ガ
ー
女
史
に
、
校
正
の
際
に
集
中
的
に
取
り
組
み
、
索
引
を
作
成
し
て

く
れ
た
助
手
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ネ
・
ア
ク
ス
ト
嬢
と
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ

氏
に
、
特
に
引
用
箇
所
の
全
体
を
吟
味
す
る
と
い
う
骨
の
折
れ
る
仕
事
を
引

き
受
け
て
く
れ
た
マ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
・
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
氏
に
、さ
ら
に
フ
リ
ー

デ
リ
ケ
・
ニ
ュ
ッ
セ
ル
嬢
と
オ
ラ
フ
・
ラ
イ
ン
ム
ー
ト
氏
に
、
感
謝
を
申
し

上
げ
る
。
最
後
に
、
種
々
の
面
で
あ
き
ら
め
か
け
な
が
ら
も
準
備
作
業
と
執

筆
を
続
け
る
間
、本
書
が
誕
生
す
る
ま
で
忍
耐
強
く
見
守
っ
て
く
れ
た
妻
に
、

こ
こ
で
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。
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一
九
八
八
年
、
二
月
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
て
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第
一
章　

 
組
織
神
学
の
主
題
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の 

教
理
の
真
理

一　

神
学

「
神
学
」
と
い
う
語
は
多
義
的
で
あ
る
。
今
日
の
言
語
用
法
で
は
、
そ
れ

は
ひ
と
つ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
専
門
分
野
と
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
人
間
の

認
識
の
ひ
と
つ
の
努
力
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
プ
ラ
ト

ン
的
起
源
に
お
い
て
は
、
そ
の
語
は
、
詩
人
が
語
り
と
歌
の
な
か
で
神
性
を

告
げ
る
ロ
ゴ
ス
を
指
し
て
お
り
（Staat 379a 5ff.

）、
例
え
ば
哲
学
者
た
ち

に
よ
る
そ
れ
ら
の
省
察
的
研
究
を
意
味
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
す
で
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
理
論
的
哲
学
の
三
つ
の
分
野
の
な
か
の
ひ
と
つ
を
「
神

学
的
な
も
の
」（M

et 1026a 19, 1064b3

）、
つ
ま
り
後
の
い
わ
ゆ
る
「
形

而
上
学
」
と
呼
ん
で
い
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、神
的
な
も
の
を
対
象
と
し
、

こ
の
神
的
な
も
の
は
、
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
、
他
の
す
べ
て
の
も
の

を
包
括
し
基
礎
づ
け
る
原
理
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ス

ト
ア
派
の
哲
学
者
た
ち
は
、
哲
学
者
た
ち
の
、
神
性
の
本
性
に
ふ
さ
わ
し
い

「
神
学
」
を
、
詩
人
た
ち
の
神
話
的
神
学
お
よ
び
国
家
祭
儀
の
政
治
的
神
学

か
ら
区
別
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
神
学
は
も
は
や
哲
学
的
研
究
の
単

な
る
対
象
で
は
な
く
、
哲
学
的
研
究
そ
れ
自
体
で
あ
る
。

哲
学
的
言
語
用
法
に
な
ら
っ
た
、
二
世
紀
に
表
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
言
語

用
法
も
同
じ
く
多
義
的
で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
が

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
神
話
学
に
「
不
滅
の
ロ
ゴ
ス
の
神
学
」
を
対
置
し
た

と
き
（Strom

 I. 13, 57 ,6

）、
そ
れ
に
よ
り
、
ロ
ゴ
ス
に
関
す
る
ひ
と
つ
の

教
理
だ
け
で
な
く
、
ロ
ゴ
ス
そ
れ
自
体
で
あ
る
神
の
告
知
の
こ
と
が
考
え
ら

れ
て
い
る
（vgl. 12, 55 ,1

）。
神
学
者
と
は
、
神
的
現
実
の
、
神
に
よ
っ
て

霊
感
を
与
え
ら
れ
た
告
知
者
で
あ
り
、
神
学
は
こ
の
告
知
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
考
え
方
は
、
後
の
キ
リ
ス
ト
教
の
言
語
用
法
の
う
ち
に
も
な
お
生
き
続

け
た
。
こ
の
意
味
で
聖
書
の
記
者
は
す
べ
て
「
神
学
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
特
に
旧
約
聖
書
の
預
言
者
た
ち
と
イ
エ
ス
の
神
性
の
「
神
学
者
」
で

あ
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
記
者
、
そ
し
て
三
八
〇
年
に
三
一
性
に
関
す
る
演
説
を

行
っ
た
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
よ
う
な
教
会
の
教
師
た
ち
、
さ

ら
に
後
に
は
「
新
神
学
者
」
シ
メ
オ
ン
は
、「
神
学
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
た
し
か
に
す
で
に
ク
レ
メ
ン
ス
に
お
い
て
、
神
的
な
も
の
に
関
す
る

哲
学
的
知
（W

issen

）
も
「
神
学
的
」（Strom

 I, 28, 176

）
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
知
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
諸
々
の
神
秘
に
数
え
ら

れ
る
霊
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。こ
こ
で
は
ま
た
神
学
は
単
に
、

あ
る
い
は
ま
ず
第
一
に
人
間
の
活
動
の
産
物
と
し
て
把
握
さ
れ
ず
に
、
神
的

ロ
ゴ
ス
に
特
有
の
、
そ
し
て
こ
の
ロ
ゴ
ス
を
通
し
て
開
示
さ
れ
る
神
に
つ
い
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て
の
報
知
（K

unde

）
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
人
間
に
と
っ
て
そ
れ
は
、

神
御
自
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
、
神
の
真
理
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
み

近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
啓
示
的
霊
感
を
通
し
て

起
こ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
次
の
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
の
よ
う
に
神
学
が
、
区
別
の
力
を
通
し
て

真
の
知
恵
へ
と
通
じ
、
そ
し
て
「
知
識
」（176

）
で
あ
る
よ
う
な
「
真
の
弁

証
法
」（176f.

）
の
技
術
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
排
除
し
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
諸
言
明
（A

ussagen

）
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

す
べ
て
の
知
の
起
源
に
関
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
教
理
を
、
弁
証
法
を
通
し
て
の

み
準
備
さ
れ
う
る
照
明
に
基
づ
い
て
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

非
常
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
神
学
の
学
問
的
性
格
に
関
す
る
最
盛
期
の

ス
コ
ラ
学
の
諸
々
の
議
論
に
お
け
る
神
学
と
啓
示
の
構
成
的
相
関
性
に
つ
い

て
の
意
識
が
、ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
│
プ
ラ
ト
ン
的
諸
見
解
（A

uffassun-

gen

）
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
諸
見
解
の
そ
の
他
の
対
立
点
と
無
関
係
に
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
を
強
く
受
け
た
多
く
の
神
学
者
た
ち
に
お
い
て
も

依
然
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
神
学
を
神
の
啓
示
に
基
礎
づ

け
る
こ
と
は
、
後
に
起
こ
っ
た
自
然
神
学
と
啓
示
神
学
の
対
決
か
ら
推
測
さ

れ
る
よ
う
な
、神
学
の
本
質
に
と
っ
て
皮
相
的
な
規
定
で
は
な
い
。し
た
が
っ

て
む
し
ろ
神
御
自
身
を
通
し
て
の
、
つ
ま
り
啓
示
を
通
し
て
の
神
認
識
の
可

能
性
は
、
す
で
に
神
学
概
念
そ
れ
自
体
の
根
本
的
諸
条
件
に
属
し
て
い
る）

1
（

。

さ
も
な
け
れ
ば
、神
認
識
の
可
能
性
は
、諸
々
の
神
思
想（G

ottesgedanken

）

そ
れ
自
体
に
矛
盾
せ
ず
に
、
首
尾
一
貫
し
て
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な

い
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
り
、
被
造
物
は
ど
の
よ
う
に
し
て
神
認
識
に
到
達
で

き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
信
仰
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
者
の
み
が
神
学
的
認
識
に
参
与
す
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
す
で
に
ア
レ
ク
サ
ン

ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
た
と
え
断
片
的
で
、
し
か
も
歪
曲
さ
れ
た
仕
方

に
お
い
て
で
あ
れ
、
異
邦
人
も
神
的
ロ
ゴ
ス
の
真
の
神
学
に
参
与
し
て
い
る

こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
キ
リ
ス
ト
教
教
会
の
外
部

に
お
い
て
も
内
部
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
自
然
的
神
認
識
の
場
合
に
も
、

神
御
自
身
か
ら
出
発
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
神
の
霊
の
働
き
に
基
づ
か
な
い
神

認
識
と
神
学
と
い
う
も
の
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
学
は
、
こ
の
事
態
が
神
学
概
念
に
与
え
る
影

響
力
を
自
覚
し
て
い
た
。
ヨ
ー
ハ
ン
・
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
は
、た
と
え
古
ル
タ
ー

派
正
統
主
義
の
教
義
学
に
こ
の
神
学
概
念
を
導
入
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
た
め
の
場
を
見
い
だ
し
、
明
確
化
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
そ
の
際
、
す

で
に
一
五
九
四
年
に
改
革
派
の
神
学
者
フ
ラ
ン
ツ
・
ユ
ー
ニ
ウ
ス
に
よ
っ
て

再
興
さ
れ
て
い
た
中
世
の
ス
コ
ラ
学
の
命
題
を
受
容
し
た
。
そ
れ
は
、
人
間

の
神
学
は
神
的
《
元
型
的
神
学
（theologia archetypa

）》
の
模
造
お
よ
び

再
構
成
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
す
る
命
題
で
あ
る）

2
（

。

　

こ
の
視
点
は
、
神
学
概
念
に
関
す
る
後
期
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
の
詳
論
に
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お
い
て
保
持
さ
れ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
同
様
に
す
で
に
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
に

よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
た
見
解
と
、
つ
ま
り
神
学
の
対
象
は
永
遠
の
至
福
へ
と

導
か
れ
う
る
人
間
で
あ
る
と
す
る
理
解
と
緊
張
関
係
に
あ
る）

3
（

。「
実
践
的
学

問）
4
（

」
と
し
て
の
神
学
と
い
う
規
定
が
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
自
身
に
お
け
る
よ
り
も

狭
く
捉
え
ら
れ
、
目
標
と
し
て
の
人
間
の
至
福
に
限
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

神
学
概
念
の
な
か
に
人
間
中
心
的
傾
向
が
現
れ
、
そ
の
傾
向
は
、
人
間
の
う

ち
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
神
認
識
へ
の
集
中
力
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
な
る
。
古

ル
タ
ー
派
の
神
学
は
、
永
遠
の
至
福
へ
と
導
か
れ
う
る
人
間
に
集
中
し
な
が

ら
も
、
こ
の
集
中
は
、
神
の
救
済
の
啓
示
に
、
し
た
が
っ
て
神
御
自
身
の
救

済
意
志
に
対
応
し
て
い
る
と
の
正
当
な
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の

前
提
は
、
神
学
概
念
の
規
定
の
際
に
下
位
の
序
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
ず
、
そ

れ
は
、
B
・
ケ
ッ
カ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
実
践
的
学
問
と
し

て
の
神
学
の
「
分
析
的
方
法
」
の
枠
組
み
の
な
か
で
起
こ
っ
た
と
お
り
で
あ

る
。
こ
の
方
法
は
、人
間
の
至
福
を
目
指
す
実
践
を
、そ
の
至
福
の
神
的
起
源
、

至
福
の
目
標
そ
れ
自
体
、
そ
し
て
そ
れ
へ
と
導
く
手
段
と
い
う
視
点
の
も
と

で
記
述
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
諸
テ
ー
マ
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
配
分

す
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
神
思
想
な
い
し
神
の
啓
示
で
は
な
く
、
人
間
の
、

至
福
を
目
指
す
実
践
が
神
学
の
統
一
性
を
基
礎
づ
け
る
視
点
と
な
っ
て
い

る
。
た
し
か
に
ケ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
場
合
、
分
析
的
方
法
に
従
っ
て
実
践
的
学

問
と
し
て
記
述
さ
れ
た
神
学
は
、
ま
だ
理
論
的
「
神
智
学
」
を
前
提
と
し
て

い
る
。
後
に
こ
の
方
法
を
採
用
し
た
ル
タ
ー
派
の
教
理
正
統
主
義
の
神
学
者

た
ち
の
場
合
、
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
神
の
存
在
と
諸
属

性
に
つ
い
て
教
え
る
自
然
神
学
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、「
分
析
的
方
法
」

の
救
済
論
的
に
狭
め
ら
れ
た
仕
方
で
な
さ
れ
る
貫
徹
に
よ
り
、
神
学
が
、
そ

の
中
心
的
対
象
と
し
て
神
認
識
の
代
わ
り
に
人
間
の
救
済
の
回
り
を
人
間
中

心
的
に
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
さ
ら
に
神
学
が
神
認
識
の

他
の
形
式
へ
依
存
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る）

5
（

。
こ
こ
で
神
学
は
神
論
と

宇
宙
論
の
「
思
弁
的
」
な
諸
テ
ー
マ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
が
、犠
牲
も
払
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
至
福
を
目
指
す
よ
う
に
人
間
を
創
造
し
規
定
し

た
神
の
存
在
と
、
そ
こ
へ
と
導
く
救
済
の
啓
示
の
創
造
者
で
あ
る
神
の
存
在

に
つ
い
て
の
、
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
確
信
に
対
す
る
別
種
の
確
認
に
依
存
す

る
と
い
う
犠
牲
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
方
向
へ
の
発
展
は
、

「
実
践
的
学
問
」
と
し
て
の
神
学
と
い
う
理
解
（A

uffassung

）
と
必
然
的
に

結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
も
神
学
的
知
の
実
践
的
性
格
を

ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス 

│ 

彼
は
、
神
は
神
学
の
対
象
で
あ
り
、
す

べ
て
の
人
間
的
（m

enschlich

）
神
学
は
神
御
自
身
に
よ
る
神
の
知
に
基
づ

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
固
執
し
て
い
た 

│ 

と
同
じ
よ
う
に
理
解
す
る

な
ら
ば
、
神
学
の
実
践
的
性
格
に
つ
い
て
の
命
題
は
、
神
の
知
と
愛
の
統
一

性
を
、
人
間
の
振
る
舞
い
に
お
い
て
も
す
べ
て
の
知
と
信
仰
が
愛
へ
と
方
向

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
基
礎
づ
け
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
役
立
つ）

6
（

。
愛

へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
実
践
的
な
も
の
と
し
て
の
神
的
知
の
思
想
は
、

神
論
と
神
の
歴
史
的
救
済
行
為
の
関
連
の
解
明
に
も
役
立
つ
と
考
え
る
ひ
と
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も
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
は
彼
の
思
想

を
こ
の
方
向
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
ま
さ

に
被
造
物
に
よ
る
神
の
知
は
決
し
て
実
践
的
な
も
の
で
は
な
く
、
理
論
的
な

も
の
で
あ
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る）

7
（

。
そ
の
か
ぎ
り
で
神
学
の
実
践
的
性
格
に
関
す
る
命
題
の
有
効
性

（L
eistung

）
は
、
神
論
に
と
っ
て
依
然
と
し
て
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
次
の
よ
う
な
問
い
も
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
理
論
的
知
と
実
践
的
知

の
、
厳
密
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
区
別
を
神
論
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
特
に

神
御
自
身
に
お
け
る
神
の
永
遠
の
愛
に
と
っ
て
、
正
当
な
こ
と
な
の
か
ど
う

か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
被
造
物
の
存
在
の
有
限
性
と
い
う
諸

条
件
の
も
と
で
の
み
行
わ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
も
提
起
さ
れ

る）
8
（

。
し
か
し
も
し
も
神
御
自
身
に
よ
る
神
の
知
が
実
践
的
知
と
し
て
考
え
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
偉
大
な
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
派
の
教
師
の
諸
前
提

の
も
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
記
述
す
る
こ
と

も
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
神
御
自
身
に
よ
る
神
の
知

に
参
与
す
る
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

神
認
識
が
神
の
啓
示
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
神
学
の
概
念
に

と
っ
て
根
本
的
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
マ
グ
ヌ
ス

と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
以
来
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
神
が
神
学
の
本
来

の
、
そ
し
て
包
括
的
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
き
に
、
も
っ
と
も
明
確
に

表
現
さ
れ
、
そ
し
て
も
っ
と
も
納
得
で
き
る
も
の
に
な
る
。
も
し
も
神
学
が

他
の
対
象
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
の
認
識
は
神
の
啓
示
を
通
し
て
の
み
可
能
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
象
に
と
っ
て
依
然
と
し
て
皮
相
的
な
も
の
に

と
ど
ま
る
。
し
か
し
も
し
も
神
御
自
身
が
そ
の
対
象
で
あ
る
な
ら
ば
、神
は
、

神
が
御
自
身
か
ら
そ
の
本
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
き
に
の
み
認
識
さ
れ
う
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
対
象
の
尊
厳
か
ら
明
白
に
な
っ
て
く
る
。

も
し
も
神
に
関
す
る
諸
言
明
が
ま
っ
た
く
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
内
容
で

あ
る
な
ら
ば
、
中
心
的
事
柄
（Sache

）
に
関
し
て
、
そ
れ
以
上
に
難
し
い

こ
と
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
は

人
間
と
創
造
さ
れ
た
世
界
に
つ
い
て
の
言
明
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
教
会
、

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
言
明
も
含
ん
で
い
る
。
古
代
教
会
の
神
学
は
こ

れ
ら
の
テ
ー
マ
を
ま
と
め
て
、「
経
綸
」
つ
ま
り
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
救

済
史
に
組
み
込
ん
だ
。
そ
れ
ら
は
た
し
か
に
こ
の
世
に
お
け
る
神
と
神
の
働

き
と
の
関
連
の
う
ち
に
あ
る
が
、
神
御
自
身
に
つ
い
て
の
諸
言
明
と
は
区
別

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
言
明
に
は
、
救
済
の
経
綸
と
区
別
し
て
「
神
学
」
と

い
う
名
称
が
留
保
さ
れ
て
い
た
。
古
代
教
会
の
ギ
リ
シ
ア
教
父
た
ち
は
時
折

す
で
に
こ
の
名
称
を
拡
大
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
全
体
に
当
て
は
め
、
そ

の
試
み
は
た
し
か
に
ラ
テ
ン
の
ス
コ
ラ
学
に
お
い
て
初
め
て
貫
徹
さ
れ
た
。

し
か
も
そ
れ
は
、
十
二
世
紀
の
大
学
の
誕
生
お
よ
び
そ
の
専
門
分
野
と
し
て

の
神
学
と
緊
密
な
関
連
を
も
ち
つ
つ
な
さ
れ
た）

9
（

。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
全

体
が
言
葉
の
よ
り
広
い
意
味
に
お
け
る
神
学
の
対
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
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ら
ば
、
相
変
わ
ら
ず
神
を
神
学
の
唯
一
無
二
の
、
そ
し
て
包
括
的
対
象
と
呼

ぶ
こ
と
に
対
し
て
疑
念
が
生
ず
る
に
ち
が
い
な
い
。
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ

グ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
、
被
造
物
の
現
実
と
し
て
神
か
ら
区
別

さ
れ
る
多
く
の
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
ト
マ
ス
は
、
神
と
区
別
さ
れ
る
所
与
性
は
、

そ
れ
が
神
と
の
関
連
を
有
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
神
学
に
お
い
て
主

題
に
な
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
ら
の
所
与
性
は
、
神
と
の
こ
の
よ
う
な
関
連

に
お
い
て
（sub ratione D

ei

）
捉
え
る
と
い
う
視
点
の
も
と
で
の
み
、
神

学
の
な
か
で
論
究
さ
れ
る
（S. theol. I, 1a7
）。
こ
の
か
ぎ
り
で
神
は
、
神

学
の
な
か
で
取
り
扱
わ
れ
る
す
べ
て
の
対
象
と
テ
ー
マ
に
統
一
性
を
も
た
ら

す
基
準
点
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
端
的
に
神
学
の
対
象
で
あ
る
。

　

後
に
、
こ
の
見
解
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士
の
学
派
に
お
い
て
だ
け
で
な

く
ヘ
ン
ト
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
い
て
も
、
ま
た
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス

以
来
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
修
道
士
た
ち
の
神
学
に
よ
っ
て
も
受
容
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
盛
期
ス
コ
ラ
学
全
体
が
こ
の
一
致
し
た
結
論
に
到
達
し
た
。
事

実
、
神
の
み
が
、
そ
の
な
か
で
神
学
の
他
の
す
べ
て
の
主
題
と
対
象
が
関
連

す
る
、
統
一
性
を
も
た
ら
す
根
拠
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ト
マ
ス

に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
論
証
は
依
然
と
し
て
諸
々
の
困
難
を
負
わ
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
神
の
永
遠
の
本
質
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
異
議
に
対
し
、
つ
ま
り
神
学
を
神
に
つ
い
て
の
学
問
と
み
な
す
見
解
に

対
す
る
古
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
者
の
留
保
に
と
っ
て
な
お
決
定
的
役
割
を
果

し
て
い
た
こ
の
異
議
に
対
し
、
す
で
に
ト
マ
ス
自
身
が
本
格
的
に
取
り
組
ん

で
い
た
。
彼
の
答
え
は
、
わ
れ
わ
れ
は
た
し
か
に
神
を
そ
の
本
質
に
お
い
て

直
接
知
る
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
諸
々
の
創
造
の
業
の
起
源
お
よ
び
目
的

と
し
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（S. theol. I, 2a2 vgl. 1a7ad1

）。

ト
マ
ス
は
救
済
史
の
諸
々
の
所
与
性
を
も
数
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
今

日
わ
れ
わ
れ
は
、
因
果
論
に
基
づ
く
異
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
啓
示
神
学
に

基
づ
く
異
論
に
出
会
う
こ
と
が
多
い
。
後
者
に
よ
る
と
、
神
は
、
そ
の
歴
史

的
啓
示
を
通
し
て
そ
の
捉
え
き
れ
な
い
本
質
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し

か
し
こ
こ
で
も
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
る
応
答
の
場
合
と
ま
っ
た
く

同
様
に
、そ
れ
を
通
し
て
神
認
識
が
媒
介
さ
れ
る
被
造
物
の
諸
々
の
事
実 ﹇
所

与
性
﹈ 

は
、
神
御
自
身
の
神
性
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問

い
が
生
ず
る
。
そ
の
難
点
は
次
の
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
し
か
に
神
と

異
な
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
の
被
造
的
本
性
に
従
っ
て
、
神
に
、
す
な
わ
ち

そ
の
存
在
の
起
源
お
よ
び
目
標
と
し
て
の
創
造
者
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る

が
、
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
神
は
被
造
的
諸
事
物
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
も
し
も
神
が
、
被
造
物
な
し
に
も
、
永
遠
か
ら
永
遠
へ
と
存

在
す
る
お
方
で
あ
る
と
し
た
ら
、
被
造
的
諸
事
物
に
つ
い
て
の
知
は
ど
の
よ

う
に
し
て
神
御
自
身
の
認
識
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
た
め

に
は
、
被
造
物
的
諸
事
物
の
存
在
が
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
神
の
存
在
も
被
造
物
の
存
在
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
受
肉
の
出
来
事
に

お
い
て
起
こ
っ
て
お
り
、
今
日
の
神
学
の
キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
は
、
提
起
さ

れ
た
問
い
に
対
す
る
答
え
を
そ
こ
か
ら
探
し
出
す
よ
う
に
促
す
。
中
世
の
神

学
は
、
そ
も
そ
も
難
点
に
気
づ
く
か
ぎ
り
で
、
よ
り
直
接
的
な
仕
方
で
、
す

な
わ
ち
普
遍
的
神
論
と
い
う
手
段
を
用
い
て
、
そ
の
難
点
に
立
ち
向
か
お
う

と
し
た
。
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
は
、
神
御
自
身
と
異
な
る
諸
対
象
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
神
に
つ
い
て
の
学
問
と
し
て
の
神
学
と
い
う
概
念
に
属
し

う
る
の
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
論
じ
た
。
彼
は
、
わ
れ
わ
れ
の
神
学
が
参

与
す
る
、
神
御
自
身
に
つ
い
て
の
神
の
知
の
彼
の
解
釈
と
い
う
枠
組
み
の
な

か
で
こ
の
問
い
に
つ
い
て
論
じ
た
。
彼
は
、
神
御
自
身
に
つ
い
て
の
神
の
知

の
う
ち
に
、
他
の
す
べ
て
の
事
物
（
そ
の
可
能
性
に
従
っ
て
、
ま
た
神
の
意

志
の
諸
対
象
と
し
て
）
が
共
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
主
張
し
た）

10
（

。
し
か
し

な
が
ら
こ
の
回
答
は
依
然
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
の
知
の
う

ち
に
は
ま
だ
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
が
説
明
し
た
よ
う
に
、
被
造
的

諸
事
物
が
、
神
の
神
性
に
属
す
る
も
の
と
し
て
共
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
起
こ
る
と
き
に
初
め
て
、
そ
れ
ら
が
神
に
つ
い
て

の
学
問
と
し
て
の
神
学
に
属
す
る
こ
と
が
、明
ら
か
に
な
り
う
る
。
し
た
が
っ

て
受
肉
を
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
が
不
可
欠
に
な
る
。
被
造
物
と
神
と
の
交

わ
り
を
目
指
す
神
の
救
済
の
行
為
と
い
う
視
点
の
下
に
お
い
て
初
め
て
、（
被

造
物
が
神
と
区
別
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
被
造
物
が
神
性
に
属
す
る
こ

と
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
ら
が
神
に
つ
い
て
の
学
問
と
し

て
の
神
学
に
属
し
て
い
る
こ
と
も
主
張
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
初
め
て
、
神
に

つ
い
て
の
学
問
と
し
て
の
神
学
の
統
一
的
概
念
の
可
能
性
が
明
ら
か
に
な

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
神
御
自
身
に
お
け
る
神
の
永
遠
の
三
位
一

体
的
生
と
、
救
済
史
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
経
綸
的
三
一
性
に
お
け
る
神
の

現
臨
と
の
関
係
に
関
す
る
論
究
に
か
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
関
連
す
る
諸
々
の
認
識
的
努
力
を
要
約
す
る
名
称

と
し
て
の
神
学
概
念
は
、
多
く
の
層
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
層
は
、

中
世
以
後
の
神
学
の
発
展
の
な
か
で
、
種
々
の
神
学
諸
学
科
の
自
立
に
よ
り

ま
す
ま
す
厚
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
神
に
関
す
る
学
問
と
し
て
の

神
学
と
い
う
見
解
に
と
っ
て
も
、
困
難
が
い
っ
そ
う
増
し
た
。
歴
史
学
的
か

つ
釈
義
的
神
学
の
諸
々
の
テ
ー
マ
領
域
は
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の

伝
承
と
告
知
を
主
張
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
た
し
か
に
徹
頭
徹
尾
、
神
の

歴
史
的
啓
示
と
の
諸
関
係
の
う
ち
に
あ
る
。し
か
し
神
の
現
実
そ
れ
自
体
が
、

こ
れ
ら
の
諸
学
科
に
お
い
て
明
確
に
主
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
同

じ
よ
う
な
仕
方
で
神
学
的
倫
理
に
も
当
て
は
ま
る 

│ 

特
に
、
そ
れ
が
神

の
戒
め
に
関
す
る
教
理
と
し
て
展
開
さ
れ
な
い
と
き
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ュ
ラ
イ

ア
マ
ハ
ー
は
、
多
様
な
諸
学
科
を
も
つ
神
学
の
統
一
性
を
記
述
す
る
た
め
に

新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
探
究
し
、
彼
は
、
そ
の
た
め
に
神
学
の
種
々
の
諸
学

科
が
形
成
さ
れ
、
誰
も
が
そ
の
た
め
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
「
教
会
の
管
理

指
導
」
と
い
う
課
題
の
な
か
に
そ
れ
を
み
い
だ
し
た）

11
（

。
こ
う
し
て
シ
ュ
ラ
イ
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ア
マ
ハ
ー
は
、
特
に
実
践
神
学
も
神
学
諸
学
科
の
範
囲
に
属
す
る
こ
と
を
神

学
概
念
か
ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー

の
独
自
な
説
明
に
お
け
る
神
学
研
究
の
実
践
的
目
的
規
定
は
、
す
で
に
神
学

概
念
の
規
定
に
と
っ
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
彼

自
身
に
お
い
て
、
神
学
研
究
お
よ
び
神
学
諸
学
科
の
統
一
性
は
、
他
の
主
題

設
定
の
な
か
に
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
の
統
一
性
の
な
か
に
、
そ
の

よ
り
深
い
基
盤
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
会
の
存
続
と

教
会
の
管
理
指
導
の
活
動
の
た
め
の
専
門
教
育
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
の

神
的
《
真
理
》
に
対
す
る
確
信
よ
っ
て
初
め
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
正
当
化
さ

れ
る）

12
（

。キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
単
な
る
精
神
科
学
的
学
問
で
は
な
い
。し
た
が
っ

て
神
学
は
神
に
つ
い
て
正
し
く
語
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
神
学
は

ど
の
よ
う
な
権
利
を
も
っ
て
そ
れ
を
行
う
の
か
と
い
う
問
い
が
再
び
提
起
さ

れ
る
。

神
学
の
概
念
に
お
い
て
、
神
学
的
発
言
（R

eden

）
の
真
理
は
、
神
御
自

身
を
通
し
て
権
威
づ
け
ら
れ
た
神
に
つ
い
て
の
発
言
と
し
て
い
つ
も
す
で
に

前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
人
間
に
よ
っ
て
、
人
間
の
諸
々
の
必
要
と
関
心

に
基
づ
い
て
、
神
的
現
実
に
関
す
る
人
間
の
諸
々
の
観
念
の
表
現
と
し
て
基

礎
づ
け
ら
れ
た
神
に
つ
い
て
の
発
言
は
、
神
学
で
は
な
く
、
人
間
の
想
像
力

の
産
物
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
発
言
が
、
そ
れ
が

真
に
「
神
学
的
な
」
発
言
と
し
て
む
し
ろ
神
的
現
実
の
表
現
で
あ
る
う
る
こ

と
に
汲
み
つ
く
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、決
し
て
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。

神
学
的
発
言
の
深
い
両
義
性
の
本
質
は
ま
さ
に
、
も
は
や
真
に
「
神
学
的
」

で
は
な
い
単
な
る
人
間
の
発
言
が
非
常
に
問
題
に
な
り
う
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
が
諸
々
の
神
学
的
発
言
に
出
会
っ
た
と
き
に

抱
い
た
あ
の
疑
念
が
湧
い
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
二
種
類
の
発
言
が
存
在
す

る
、
つ
ま
り
真
実
の
発
言
と
偽
り
の
発
言
で
あ
る
」（Staat 376e 11

）。
彼

に
と
っ
て
詩
人
た
ち
の
「
神
学
的
」
発
言
は
大
部
分
（377d 4ff.

）
真
実
か

ら
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

現
在
、
大
学
の
学
問
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
諸

学
科
の
な
か
で
、
す
べ
て
の
も
の
が
、
神
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
発
言

の
真
理
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
的
諸
学
科
の
教
え
と

研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
い
は
提
起
さ
れ
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
、
釈
義

的
諸
学
科
が
歴
史
学
的
・
批
判
的
方
法
と
い
う
手
段
を
用
い
て
研
究
し
て
い

る
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
ら
に
も
当
て
は
ま
る
。
近
代
の
初
め
ま
で
、
ま
さ
に
聖

書
の
解
釈 

│ 

そ
れ
が
学
問
的
な
も
の
で
あ
れ
、
教
会
の
業
で
あ
れ  

│ 

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
拘
束
的
内
容
を
神
の
啓
示
と
し
て
確
認

す
る
と
い
う
課
題
を
担
っ
て
い
た
。
教
父
た
ち
の
簡
潔
で
含
蓄
の
あ
る
言
葉

と
そ
の
解
釈
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
聖
書
の
教
え
の
内
容
の
要
約
と
ま
と

め
の
記
述
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
宗
教
改
革
の
神
学
に
当
て

は
ま
る
。
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
学
は
、
聖
書
解
釈
が
そ
の
確
定
に
権

限
を
も
つ
聖
書
の
教
理
内
容
の
要
約
的
記
述
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
近
代
の
歴
史
学
的
│
批
評
的
聖
書
解
釈
に
と
っ
て
聖
書
の
諸
文
書
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は
、
基
本
的
に
、
あ
る
過
去
の
時
代
の
記
録
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ

ら
の
内
容
の
現
在
的
妥
当
性
は
、
原
理
的
に
、
も
は
や
歴
史
学
的
聖
書
解
釈

の
枠
組
み
に
お
い
て
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
神
に
つ
い
て

の
発
言
の
真
理
を
問
う
問
い
の
重
み
は
、
完
全
に
教
義
学
に
移
行
し
た
。
そ

の
出
発
点
は
、
こ
れ
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
す
で
に
神
学
の
近

代
以
前
の
展
開
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
、
ま
ず
神
学
の

近
代
の
問
題
状
況
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。そ
し
て
こ
の
結
果
を
甘
受
し
、

こ
れ
と
共
に
ふ
り
か
か
る
重
荷
を
自
ら
引
き
受
け
る
こ
と
は
、
教
義
学
に

と
っ
て
今
日
に
至
る
ま
で
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
教
義
学
は
、
そ
の
特
別
な

課
題
を
果
す
た
め
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
神
学
全
体
の
た
め
に
、
奉
仕
と
し

て
こ
の
重
荷
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
義
学
の
研
究
に
お
い
て
重
要

な
の
は
、
そ
の
他
の
神
学
的
諸
学
科
の
特
有
な
神
学
的
性
格
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
神
学
的
諸
学
科
は
、
そ
れ
ら
が
神
学
の
教
義
学
的
課
題
に
参
与
す
る
ま

さ
に
そ
の
程
度
に
応
じ
て
「
神
学
的
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
教
義
学
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
神
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
発

言
の
真
理
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
教
義
学
は

そ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
教
義
学
が
実
際
に
そ
れ

を
行
う
と
し
て
も
、
ど
ん
な
権
限
を
も
っ
て
そ
れ
は
行
わ
れ
、
そ
し
て
そ
れ

は
ど
の
よ
う
し
て
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
究
明
す
る
た
め

に
は
、
教
義
学
の
概
念
と
、
こ
れ
ら
の
諸
学
科
の
歴
史
の
な
か
で
展
開
さ
れ

た
、
教
義
学
と
教
義
の
関
係
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

教
義
の
真
理

教
義
学
は
一
般
に
教
義
に
つ
い
て
の
「
学
（W

issenschaft

））
13
（

」
あ
る
い
は

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
つ
い
て
の
「
学
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ど

の
よ
う
な
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
は
諸
々
の
教
義
あ
る
い
は
端
的
に

教
義
と
関
わ
り
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

ギ
リ
シ
ア
語
の
「
ド
グ
マ
（D

ogm
a

））
14
（

」
は
、
保
証
さ
れ
た
知
と
区
別
さ

れ
る
主
観
的
な
「
見
解
（M

einung

）」
と
同
様
に
、
法
的
拘
束
力
の
あ
る
、

発
言
さ
れ
た
見
解
、
つ
ま
り
「
決
定
（B

eschluß

）」
を
意
味
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
後
者
の
意
味
で
の
そ
の
語
は
新
約
聖
書
に
も
み
ら
れ
る
。
ル
カ
二
・

一
お
よ
び
使
徒
一
七
・
七
で
は
、
そ
れ
は
皇
帝
の
勅
令
に
関
連
し
、
使
徒

一
六
・
四
で
は
、い
わ
ゆ
る
使
徒
会
議
の
諸
決
定
を
指
し
て
い
る
。
ア
ン
テ
ィ

オ
キ
ア
の
イ
グ
ナ
テ
ィ
オ
ス
が
主
と
使
徒
た
ち
の
「
ド
グ
メ
ン
﹇
ド
グ
マ
の

複
数
形
﹈」
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
ド
グ
マ
と
い
う
語
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教

理
の
伝
承
に
転
用
さ
れ
、「
決
定
」
な
い
し
「
拘
束
力
の
あ
る
見
解
」
と
理

解
さ
れ
て
い
る
（M

ag 13, 1

）。
そ
の
さ
い
内
容
的
に
は
、
倫
理
的
な
「
諸

指
示
」
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教

の
信
仰
教
育
学
校
の
創
立
者
で
あ
る
ア
テ
ー
ナ
ゴ
ラ
ー
ス
の
よ
う
な
非
常
に

「
知
的
な
」弁
証
家
の
場
合
に
も
、同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る（leg. 11, 1

）。

し
か
し
な
が
ら
二
世
紀
の
弁
証
学
以
来
、「
見
解
」
の
意
味
で
の
ド
グ
マ
と

い
う
語
の
理
解
が
前
面
に
現
れ
、
し
か
も
哲
学
者
の
種
々
の
学
派
の
「
ド
グ

メ
ン
」
に
対
応
し
て
、「
学
派
の
見
解
」
と
い
う
特
別
な
意
味
で
用
い
ら
れ
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
語
は
ス
ト
ア
以
来
、
哲
学
者
の
諸
学
派
に
特
徴
的

な
教
理
を
表
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
タ
テ
ィ
ア

ノ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
を
唯
一
の
真
の
哲
学
の
学
派
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
教

理
を
ド
グ
メ
ン
と
呼
ん
だ
。
そ
の
さ
い
二
世
紀
に
は
、
イ
エ
ス
の
道
徳
的
戒

め
の
思
想
が
前
面
に
出
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
ま
も
な
く
こ
の

概
念
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
諸
々
の
「
慣
習
・
道
徳
」
と
区
別
し
て
信
仰
の
諸

教
理
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
（
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
お
い
て
す
で
に
そ
う
で
あ
っ

た
）。ド

グ
マ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
概
念
が
哲
学
者
た
ち
の
諸
学
派
の
諸
教
理
と
類

比
的
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
他
方
で
、「
人
間
に
起
因
す
る
の
で

は
な
く
、
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
教
え
ら
れ
た
も
の
」（A

thenagoras leg. 

11. 1

）
と
し
て
、
互
い
に
抗
争
す
る
哲
学
の
教
師
た
ち
の
多
様
性
と
対
比
さ

れ
た
。
デ
ィ
オ
グ
ネ
ー
ト
ゥ
ス
の
手
紙
は
、
信
仰
は
人
間
の
教
理
と
見
解
に

基
づ
く
も
の
で
は
な
い
（5, 3

）
と
語
り
、
そ
こ
に
は
内
容
的
に
同
様
の
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を

《
神
の
教
義
（dogm

ata theou

）》
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
（in M

t X
II, 

23

）。こ
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
要
求
が
定
式
化
さ
れ
、
同

時
に
こ
の
要
求
に
関
す
る
決
定
が
す
で
に
先
取
り
さ
れ
て
い
る
。
も
し
も
キ

リ
ス
ト
者
の
諸
教
義
が
真
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
に
お
い

て
問
題
に
な
る
の
は
も
は
や
単
に
人
間
の
学
派
的
諸
見
解
で
は
な
く
、
神
の

啓
示
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
教
義
は
人
間
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
教
会

と
そ
の
要
職
に
あ
る
人
び
と
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
、
告
知
さ
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
諸
見
解
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
発
案
と
伝

統
で
あ
る
だ
け
な
く
、
神
の
啓
示
の
表
現
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い

が
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、ま
た
き
っ
と
生
じ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
教
義
の
概
念
と
の
関
連
で
、
よ
り
一
般
的
な
形
で
神
学
概

念
と
結
び
つ
き
、
ま
た
プ
ラ
ト
ン
が
《
神
学
（theologia

）》
に
向
け
た
、

つ
ま
り
詩
人
た
ち
の
神
の
告
知
に
向
け
た
問
い
が
、
反
復
さ
れ
る
。

第
三
者
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
教
義
は
、
ま
ず
第
一
に
教
会
の
教
理

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
の
共
同
体
に
と
っ
て
そ
の
諸
教
理
は
、

古
代
の
哲
学
者
た
ち
の
諸
学
派
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
と
っ
て
学
派
の
諸
教
義

が
拘
束
的
で
あ
っ
た
の
と
同
様
の
仕
方
で
、
拘
束
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
察

法
は
キ
リ
ス
ト
者
自
身
に
よ
っ
て
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、そ
の
な
か
に
は
、

自
ら
の
諸
教
理
を
直
ち
に
神
御
自
身
の
真
理
と
同
一
視
し
な
い
知
的
謙
虚
さ

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
イ
サ
リ
ア
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
以
来
一
般

化
し
た
、「
教
会
の
」
諸
教
義
に
つ
い
て
語
る
言
語
用
法
（hist. eccl. 5, 23, 

2, vgl. 6, 43, 2

）
は
、
例
え
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
教
義
の
神
的
真
理
に
対
す
る
、

オ
リ
ゲ
ネ
ス
と
他
の
初
期
の
教
会
の
著
述
家
た
ち
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
た
要

求
を
断
念
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
を
、
こ
の
要
求
の
担
い
手
で
あ
る
人
間

つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
者
の
共
同
体
に
従
っ
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
真
理
要
求
は
放
棄
さ
れ
ず
、
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
教
会
が
、
担
い
手
と
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し
て
の
み
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
要
求
の
保
証
人
で
は
な
い
と
い
う

仕
方
で
登
場
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
保
留
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
が
起
こ
っ
た
最
初
の
ケ
ー
ス
は
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
で
あ
り
、
彼
は
、
諸
教
義

と
い
う
と
き
、
内
容
的
に
は
公
会
議
の
諸
決
定
の
こ
と
を
、
し
か
し
死
者
の

復
活
に
つ
い
て
の
信
仰
の
教
理
の
よ
う
な
他
の
共
通
の
信
仰
の
諸
教
理
の
こ

と
も
考
え
て
い
る
（hist. eccl. 3, 26, 4

）。
こ
れ
を
越
え
る
重
大
な
一
歩
と

な
っ
た
の
は
、そ
の
真
理
を
前
提
と
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
確
定
す
る
、

諸
教
義
の
教
会
法
的
（
か
つ
帝
国
法
的
）
拘
束
的
固
定
化
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
確
定
を
通
じ
て
、
教
会
の
教
導
職
（L

ehram
t

）
に
よ
る
教
理
の
告
知

の
継
受
の
プ
ロ
セ
ス
は
閉
じ
ら
れ
、
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う

な
傾
向
は
す
で
に
四
世
紀
に
準
備
さ
れ
、五
四
五
年
に
そ
の
頂
点
に
達
し
た
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
四
五
一
年
の
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
の
妥
当
性
を
め
ぐ
る
長

い
争
い
の
間
に
定
式
化
さ
れ
た
、
最
初
の
四
つ
の
公
会
議
の
《
教
義
（dog-

m
ata

）》
に
は
聖
書
と
同
じ
権
威
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ

ス
皇
帝
の
宣
言
で
あ
る）

15
（

。
聖
書
と
こ
れ
ら
の
本
文
の
序
列
の
違
い
と
、
五
世

紀
の
公
会
議
と
四
世
紀
の
公
会
議
の
序
列
の
違
い
も
無
視
し
て
い
る
こ
と
は

別
と
し
て
、
最
初
の
四
つ
の
公
会
議
の
正
統
性
に
関
す
る
皇
帝
の
神
学
的
判

断
を
共
有
す
る
者
で
さ
え
、
法
的
な
固
定
化
を
通
し
て
真
理
に
つ
い
て
の
問

い
を
決
定
す
る
試
み
は
過
ち
で
あ
る
、
と
判
断
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
法
的

な
固
定
化
と
国
家
権
力
の
手
段
を
通
し
て
教
会
の
教
理
の
真
理
に
対
す
る
同

意
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
こ
の
試
み
の
た
め
の

基
盤
は
、
も
ち
ろ
ん
す
で
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
の

終
末
論
的
真
理
を
、
ひ
と
つ
の
同
じ
く
究
極
的
で
決
定
的
な
定
式
に
表
す
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
仮
定
の
う
ち
に
あ
る
。
教
理
の
教
条
主
義
化
と
法
的
固

定
化
お
よ
び
国
家
に
よ
る
強
制
と
の
結
び
つ
き
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に

お
い
て
、
ま
さ
に
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
近
代
に
至
る
ま
で
長

い
あ
い
だ
致
命
的
な
役
割
を
果
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
り
教
義
の
概
念
の
信

用
は
失
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
教
義
と
信
仰
の
強
制
は
同
じ
も
の
で
は
な

い
。
信
仰
の
強
制
は
、
諸
々
の
教
義
の
真
理
を
め
ぐ
る
争
い
に
決
着
を
つ
け

る
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段
に
す
ぎ
ず
、し
か
も 

│ 

す
で
に
明
ら
か
に
な
っ

た
よ
う
に 

│ 

退
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
目
的
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
手
段
で
あ
る
。

信
仰
の
強
制
は
、
教
義
の
真
理
に
関
す
る
同
意
を
強
要
す
る
こ
と
に
よ
り

こ
の
真
理
そ
れ
自
体
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
意

は
真
理
の
特
徴
と
み
な
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
真
理
の
普
遍
性
は
判
断
形
成
の

一
致
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
信
仰
の
強
制
に
よ
り
、
真
理
の

こ
の
よ
う
な
一
致
が
無
理
や
り
作
り
だ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
強
制
か
ら
も
独
立
し
た
仕
方
で
形
成
さ

れ
る
同
意
だ
け
が
、真
理
の
判
断
基
準
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、

レ
ラ
ー
ン
ス
の
ヴ
ィ
ン
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の 

《C
om

m
onitorium

 pro catholi-

cae fidei antiquitate et universitate

》（
四
三
四
年
）
の
有
名
な
定
式
に
お

い
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
、し
た
が
っ
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て
全
教
会
の
教
義
で
あ
る
も
の
を
確
立
す
る
た
め
に
、
ひ
と
は
、
ど
こ
で
も
、

い
つ
で
も
、
だ
れ
に
よ
っ
て
も
信
ぜ
ら
れ
る
こ
と
（curandum

 est, ut id 

teneam
us quod ubique, quod sem

per, quod ab om
nibus creditum

 est, 

K
ap. 2, 5

）
を
固
く
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
ヴ
ィ
ン
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス
は
す
で
に
、
重
要
な
の
は
事
柄
に
お
け
る
同
一
性
で
あ
っ
て
、
定

式
に
お
け
る
同
一
性
で
は
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
心
得
て
い
た
。
定
式
に

は
進
歩
が
あ
り
う
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
次
の
こ

と
も
予
見
さ
れ
る
。
つ
ま
り
新
し
い
定
式
は
信
仰
内
容
の
同
一
性
を
保
っ
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
保
っ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
争
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
異
端
者
た
ち
の
多
種
多
様
な
人
間
的
諸
見
解
に
対
し
神
的
教
義
を

確
立
す
る
た
め
の
、
レ
ラ
ー
ン
ス
の
同
意
と
い
う
判
断
基
準
は）

16
（

、
し
た
が
っ

て
簡
単
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
定
式
の
変
更
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
信
仰
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
に
は
、
再
び
、
そ
れ
を

吟
味
し
て
決
定
す
る
た
め
の
他
の
審
級
が
必
要
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
十
六
世
紀
以
来
、
ロ
ー
マ-

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会 

│ 

そ
の
神
学
は

レ
ラ
ー
ン
ス
の
ヴ
ィ
ン
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
証
人
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し

た 

│ 

が）
17
（

、
同
意
の
判
断
基
準
を
、
司
教
た
ち
と
教
皇
と
い
う
教
理
の
権

威
を
通
し
て
補
足
し
た
と
し
て
も
、
何
ら
驚
く
こ
と
は
な
い
。
司
教
団
あ
る

い
は
教
皇
が
ひ
と
り
で
全
教
会
の
代
表
者
と
し
て
そ
の
機
能
の
な
か
で
語
る

と
き
、
彼
ら
は
彼
ら
の
職
務
の
力
に
よ
る
信
仰
の
同
意
を
表
明
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
司
教
た
ち
と
教
皇
の
指
導
の
権
威
（L

ehrauto-

rität

）
は
、
長
い
間
、
教
会
の
教
導
職
に
よ
る
教
義
の
真
理
の
権
威
的
保
証

と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ま
だ
第
一
バ
チ
カ
ン
公
会
議
の
テ
キ
ス

ト
で
は
、《fidei dogm

ata

》（D
S 3017

）
と
い
う
表
現
は
、
神
に
よ
っ
て

啓
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
（D

S 3011
:

《
…tam

quam
 

divinitus revelata credenda proponuntur

》）
教
会
の
、
拘
束
的
な
も
の

と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
教
理
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
東
方
正
教
会
の

神
学
の
場
合
と
異
な
り
、
こ
の
関
連
で
、
教
理
の
公
的
言
明
が
全
信
仰
者
に

よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
次
の
よ
う
な
判
断
基
準
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た 

│ 

つ
ま
り
、
教
会
の
教
導
職
が
定
式
化
す

る
こ
と
を
要
求
す
る
、
教
理
へ
の
同
意
が
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
を
判
断
す

る
基
準
と
し
て
。
し
か
し
幸
運
に
も
、
受
容
の
必
要
性
が
明
確
に
排
除
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た）

18
（

。
な
ぜ
な
ら
、
教
皇
が
全
教
会
の
名
に
お
い
て
そ
の
職

務
に
よ
り
（《ex cathedra

》） 

定
め
る
教
理
に
関
す
る
諸
言
明
は
、
そ
れ
自

ら
、
そ
し
て
教
会
の
同
意
に
基
づ
い
て
初
め
て
で
は
な
く
（《ex sese, non 

autem
 ex consensu E

cclesiae

》）、
有
効
で
あ
り
、
変
更
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
（D

S 3074

）
と
い
う
公
会
議
の
有
名
な
確
定
が
、
お
そ
ら
く
非
常

に
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
諸
言
明
は
、
他
の
決
定
機
関

に
よ
る
い
か
な
る
形
式
的
確
認
も
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。こ
の
場
合
、

こ
の
よ
う
な
諸
言
明
の
受
容
の
実
際
の
プ
ロ
セ
ス
が
初
め
て
、
教
会
の
生
活

お
よ
び
信
仰
意
識
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
位
置
価
値
﹇
一
定
の
秩
序
や
組
織
内

で
人
・
事
物
な
ど
が
も
っ
て
い
る
意
味
・
価
値
な
ど
﹈
を
決
め
る
で
あ
ろ
う
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と
い
う
事
実
に
対
す
る
眼
差
し
は
、依
然
と
し
て
開
か
れ
た
ま
ま
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
教
会
の
実
際
に
存
在
す
る
同
意
（K

onsensus

）（
そ
れ
が

一
定
の
時
代
に
お
け
る
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
時
代
を
橋
渡
し
す
る

連
続
的
な
も
の
で
あ
れ
）
も
、
信
仰
の
教
理
の
真
理
の
た
だ
そ
れ
だ
け
で
す

で
に
十
分
な
判
断
基
準
で
は
あ
り
え
な
い
。
教
義
の
真
理
の
同
意
理
論
は
真

理
一
般
の
単
な
る
同
意
理
論
の
諸
々
の
弱
点
を
共
有
し
て
い
る）

19
（

。
同
意
は
、

真
理
の
普
遍
性
の
た
め
の
表
現
お
よ
び
印
で
あ
り
う
る
が
、
あ
る
集
団
、
あ

る
社
会
、
あ
る
文
化
の
構
成
員
の
間
に
お
け
る
単
な
る
協
定
の
表
現
で
も
あ

り
う
る
。
宇
宙
の
中
心
に
あ
る
地
球
の
位
置
は
、
近
代
の
初
め
に
こ
の
観
念

が
単
に
因
習
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
ま
で
、
神
聖
不
可

侵
な
真
理
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
宗
教
改
革
の
世
紀
と
十
七
世

紀
の
初
期
に
も
、
諸
々
の
教
派
的
な
争
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
の
統
一

は
社
会
の
統
一
に
と
っ
て
絶
対
に
不
可
欠
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
後
の
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
理
解
は
単
に
因
習
的
確
信
に
す
ぎ
な
い
と

思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
因
習
的
基
本
的
確
信
は
、

決
し
て
い
つ
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
暴
力
的
制
約
の
表
現
と
は
か
ぎ
ら

ず
、
む
し
ろ
人
間
の
怠
惰
と
、
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
基
本
的
確
信
を
問
い
に

付
す
う
え
で
必
要
な
諸
々
の
挑
戦
が
欠
け
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
広

範
囲
に
及
ぶ
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
一
般
的
な
同
意
の
場
合
に
も
、
そ
の
同

意
は
ま
だ
真
理
の
十
分
な
判
断
基
準
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
次
の
よ
う
な

ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
あ
る
表
象
形
式
と
確
信
が
あ
ま
り
に
深
く

人
間
本
性
の
う
ち
に
根
差
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
真
理
に
対
応
し
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
克
服
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
種
の
諸
々

の
遺
伝
的
構
造
の
う
ち
に
備
わ
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
克
服
し
が
た
い
、
種
全

体
の
偏
見
と
い
う
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
偏
見
は
、
あ

ら
ゆ
る
個
々
人
の
同
意
に
よ
っ
て
も
ま
だ
真
理
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
諸
々
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
基
本
的
確
信
の
も
っ
と
も

ら
し
さ
は
、
西
欧
の
中
世
に
お
い
て
さ
え
、
非
常
に
高
い
段
階
の
自
明
性
に

は
到
達
し
な
か
っ
た
。
他
の
点
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
世
界
教
会
的
同
意

が
非
常
に
重
要
で
、
追
求
す
る
価
値
が
あ
る
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
者
同
士

の
同
意
が
真
理
の
十
分
な
判
断
基
準
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
少
な

く
な
っ
て
行
く
。

一
致
（K

onsens

）
の
視
点
は
、
教
会
の
教
理
に
関
す
る
宗
教
改
革
の
理

解
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告

白
に
よ
る
と
、福
音
の
教
義
の
一
致
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
執
行
の
一
致（C

A
7 

《consentire de doctrina evangelii et de adm
inisratione sacram

ento-

rum

》）
は
、
教
会
の
統
一
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
の
総
体
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
教
理
の
一
致
は
、
ル
タ
ー
派
の
理
解
に
よ
る
と
共
通
の
信
仰
告
白
に

お
け
る
そ
の
表
現
で
あ
り
、
教
会
の
信
仰
告
白
は
、
教
会
共
同
体
の
基
礎
と

な
る
教
理
の
一
致
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
ル
タ
ー
派
の
信
仰
告
白
の
理
解

に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
改
革
派
の
多
く
の
信
仰
告
白
の
機
能
で
あ
っ
た
よ

う
な
、
地
域
教
会
の
再
編
成
の
基
礎
と
し
て
の
単
な
る
地
域
的
な
一
致
で
は
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な
い
。
ル
タ
ー
派
の
信
仰
告
白
は
、
徹
頭
徹
尾
、
福
音
の
教
理
に
関
す
る
全

教
会
的
一
致
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
管
理
執
行
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

そ
れ
は
聖
書
だ
け
で
な
く
、
古
代
教
会
の
教
理
と
の
一
致
、
特
に
ニ
ケ
ヤ
・

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
信
条
（C

A
1

）
と
の
一
致
を
証
拠
と
し
て
引
き
合

い
に
だ
す
。し
か
し
教
会
の
教
理
の
真
理
の
判
断
基
準
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、

も
ち
ろ
ん
一
致
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
福
音
の
教
理
と
の
一
致
で
あ
る
。
教

会
の
教
理
の
一
致
は
、
福
音
の
教
理
の
一
致
《consensus de doctrina 

evangelii

》
と
し
て
初
め
て
重
要
に
な
る
。
福
音
と
聖
書
を
証
拠
と
し
て
引

き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、
一
致
の
思
想
が
基
本
的
に
乗
り
越
え
ら
れ
て

い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
新
約
聖
書
の
証
言

と
の
一
致
は
、
た
し
か
に
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
聖
書
の
な
か
で
表
現
さ
れ
て

い
る
原
始
教
会
の
教
理
と
告
知
と
の
一
致
で
も
あ
る
。
聖
書
の
証
言
と
の
一

致
は
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
体
一
致
の
思
想
の
意
味
に
お
い
て
も
、
し
か
も

初
め
か
ら
教
会
の
伝
承
と
の
一
致
の
す
ぐ
れ
た
判
断
基
準
と
し
て
理
解
さ
れ

た
。
こ
の
意
味
で
、
レ
ラ
ー
ン
ス
の
ヴ
ィ
ン
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
一
致
の
概
念

も
、
ま
ず
第
一
に
、
新
約
聖
書
の
な
か
に
そ
の
痕
跡
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

使
徒
た
ち
の
宣
教
に
お
け
る
教
会
の
教
理
の
伝
統
の
起
源
と
の
一
致
を
重
視

し
た
。
福
音
の
教
理
の
一
致 《consensus de doctrina evangelii

》
と
い
う

ル
タ
ー
派
の
概
念
は
、
こ
の
と
こ
ろ
で
疑
い
も
な
く
他
の
こ
と
を
考
え
て
い

る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
福
音
と
教
会
の
聖
書
の
う
ち
に
提
示
さ
れ
て
い
る

神
の
言
葉
の
規
範
的
機
能
で
あ
る）

20
（

。
聖
書
と
教
会
の
対
立
、
よ
り
正
確
に
言

う
と
、
聖
書
の
な
か
で
証
言
さ
れ
て
い
る
福
音
と
教
会
の
教
理
お
よ
び
信
仰

告
白
と
の
対
立
は
、
宗
教
改
革
の
神
学
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
教
会
の
信
仰
告
白
は
信
仰
の
新
し
い
条
項
を
作
り
だ
さ
ず
、
聖
書
の
な
か

で
証
言
さ
れ
て
い
る
、
福
音
に
対
す
る
信
仰
の
み
を
告
白
す
る
（Luther 

W
A

 30/2, 420

）
21
（

）。

教
会
の
教
理
に
関
す
る
宗
教
改
革
の
見
解
は
、
し
た
が
っ
て
純
粋
な
一
致

理
論
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
福
音
と
教
会
の
対
立

と
い
う
命
題
は
次
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。《
第
一
に
》
福
音
は
新
約

聖
書
の
原
始
教
会
の
証
言
か
ら
区
別
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
証
言
と
し
て
あ
ら

か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。《
第
二
に
》
統
一
的
全
体
と
し
て
の
福
音
は
新

約
聖
書
の
著
者
た
ち
の
種
々
の
神
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
対
立
し
て
お

り
、
そ
れ
自
体
新
約
聖
書
の
諸
文
書
か
ら
認
識
さ
れ
る
。
二
つ
の
前
提
は
互

い
に
緊
密
に
関
連
し
て
お
り
、両
者
と
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
批
判
さ
れ
、

異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。そ
の
さ
い
今
日
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
特
に「
聖

書
の
神
学
的
統
一
性
」
と
い
う
前
提
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教

改
革
が
前
提
と
し
た
よ
う
に
、
無
造
作
に
聖
書
そ
れ
自
体
か
ら
で
て
く
る
も

の
で
は
な
い
。
聖
書
の
統
一
性
は
む
し
ろ
「
最
終
的
に
解
釈
者
の
理
解
と
精

神
の
な
か
で
の
み
実
現
さ
れ
る）

22
（

」。
こ
の
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
次

の
よ
う
な
問
い
が
で
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
と
っ
て
基
準

と
な
る
の
は
個
々
の
神
学
者
の
私
的
判
断
な
の
か
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
全
体

を
代
表
す
る
教
導
職
と
し
て
の
教
会
な
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
う
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し
て
ま
た
も
や
基
準
と
し
て
の
（
教
会
の
）
一
致
と
い
う
視
点
が
現
れ
て
く

る
。聖

書
の
中
心
的
内
容）

23
（

（Sachgehalt

）
に
関
す
る
聖
書
の
統
一
性
は
解
釈

と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
の
み
探
究
さ
れ
、み
い
だ
さ
れ
る
と
の
こ
の
立
論
は
、

承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。例
え
ば
解
釈
な
し
に
、ま
た
解
釈
学
的
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
そ
れ
と
関
連
す
る
相
対
性
な
し
に
、
聖
書
の
「
中
心
内
容

（Sache

）」に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。し
か
し
な
が
ら
い
か
な
る
解
釈
も
、

解
釈
さ
れ
る
べ
き
テ
キ
ス
ト
の
中
心
内
容
が
、
あ
ら
か
じ
め
解
釈
者
の
諸
々

の
努
力
に
先
だ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る 

│ 

そ

の
特
徴
は
、
解
釈
そ
れ
自
体
の
経
過
の
な
か
で
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
に
も

か
か
わ
ら
ず 

│ 

と
い
う
解
釈
学
的
普
遍
的
根
本
命
題
が
主
張
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
前
提
が
な
け
れ
ば
、
解
釈
者
が
そ

の
テ
キ
ス
ト
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
制
約
関
係
は
、
も
は
や
詩
人
に
よ

る
構
成
の
自
由
と
区
別
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
テ
キ
ス
ト
の
著
者
に

よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
も
の
と
し
て
言
葉
に
表
現
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
中

心
内
容
は
、
解
釈
の
基
準
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、
よ
り
狭
い
意
味
で
の
釈
義
的
課
題
は
、
つ
ま
り
著
者
の
中
心
的

意
図
の
明
確
化
は
、
今
や
解
釈
者
の
内
容
理
解
と
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
両
者
が
単
純
に
ひ
と
つ
に
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
し

て
も
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
言
明
と
解
釈
者
の
内
容
理
解
の
歴
史
的
相
違
は
、

後
者
が
取
り
除
か
れ
る
と
き
に
の
み
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ

る
。
テ
キ
ス
ト
と
解
釈
者
の
あ
ら
ゆ
る
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
釈
さ
れ

る
べ
き
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
大
切
な
の
は
、
解
釈
者
に
も
認
識
可
能
で
、
彼

の
世
界
理
解
に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
中
心
内
容
で
あ
る
と
い
う
仮
定

が
な
け
れ
ば
、い
か
な
る
理
解
も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、

内
容
の
統
一
性
は  

│ 

解
釈
者
に
と
っ
て
そ
れ
が
も
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い

う
点
か
ら
み
て 

│
、
解
釈
者
の
精
神
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
う
る
と

い
う
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
、次
の
こ
と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
の
さ
い
個
々
人
の
私
的
判
断
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ

と
も
教
会
共
同
体
を
代
表
す
る
教
導
職
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
中
心
内
容
は
解
釈
者
の
恣
意
に
任
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。
む
し
ろ
い
か
な
る
解
釈
も
、
そ
れ
が
私
的
な
も
の
で
あ
れ
公
的
な
も

の
で
あ
れ
、
中
心
内
容
の
真
理
を
基
準
と
し
て
測
ら
れ
る
。
い
か
な
る
解
釈

者
も
中
心
内
容
の
真
理
を
自
ら
決
定
し
た
り
せ
ず
、
そ
の
真
理
は
、
そ
の
解

釈
を
め
ぐ
る
議
論
の
進
展
の
な
か
で
決
定
さ
れ
る
。

し
か
し
中
心
内
容
の
真
理
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
い
か
に
し
て
主
張

さ
れ
る
の
か
。
聖
書
の
中
心
内
容 

、
つ
ま
り
共
通
の
内
容 

│ 

新
約
聖
書

の
種
々
の
文
書
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
間
の
あ
ら
ゆ
る
相
違
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
こ
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
内
容 

―
― 

は
、
差
し
当
た
り
次

の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
る
。
新
約
聖
書
の
著
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕

方
で
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
お
け
る
神
の
行
為
を
証
言
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

新
約
聖
書
の
諸
文
書
に
お
い
て
教
会
と
個
々
の
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
の
対
象
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と
し
て
証
言
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
初
め
か
ら
、
ナ
ザ
レ

の
イ
エ
ス
と
彼
に
お
け
る
神
の
行
為
に
対
す
る
信
仰
を
告
白
し
た
。
そ
れ
は

キ
リ
ス
ト
教
の
諸
々
の
信
仰
告
白
と
教
義
の
内
容
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で

信
仰
告
白
と
教
義
は
、
事
実
、
聖
書
の
中
心
的
内
容
の
要
約
で
あ
る
。
し
か

し
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
聖
書
の
内
容
は
、
こ
の
よ
う
な
い
か

な
る
要
約
に
よ
っ
て
も
す
で
に
汲
み
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ

れ
は
い
か
な
る
要
約
的
言
明
に
よ
っ
て
も
暫
定
的
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
に
す

ぎ
な
い
。
聖
書
の
解
釈
が
進
展
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
内
容
の
輪
郭
線
は
ま
だ

最
終
的
に
決
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
認
識
は
相
変
わ
ら
ず
進
行
中
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
聖
書
の
内
容
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
独
自
性
の
よ
り
正

確
な
規
定
に
も
、
ま
た
聖
書
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ
て
い
る
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス

に
お
け
る
神
の
救
済
の
行
為
の
真
理
に
つ
い
て
の
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
問
い

に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
の
内
容
と
の
関
連
で
、ま
た
そ
の
真
理
と
の
関
連
で
、

教
義
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
が
述
べ
た
よ
う
に
、「
終
末
論
的
概
念）

24
（

」
で
あ
る
。

歴
史
の
終
り
に
お
け
る
神
の
究
極
的
啓
示
に
よ
っ
て
初
め
て
、
ナ
ザ
レ
の
イ

エ
ス
に
お
け
る
神
の
行
為
の
内
容
と
真
理
に
関
す
る
究
極
的
認
識
が
も
た
ら

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
神
御
自
身
以
外
に
、
歴
史
に
お
け
る
神
の
行
為
に
関
す

る
究
極
的
な
教
え
を
語
る
権
限
を
も
つ
者
は
い
な
い
。
こ
れ
は
、
神
は
歴
史

に
お
け
る
そ
の
行
為
を
通
し
て
御
自
身
に
気
づ
か
せ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る

と
の
な
お
吟
味
さ
れ
る
べ
き
前
提
の
も
と
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
現
在
の
認

識
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
認
識
は
す
べ
て
、
時
間
と
歴
史
が
前
進
す
る
か
ぎ
り
、
し
た
が
っ
て
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
歴
史
的
行
為
に
つ
い
て
の
聖
書
の
証
言
の
解

釈
も
前
進
す
る
か
ぎ
り
、
暫
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
教
義
の
内
容
と
真
理
を
教
会
の
意
見
の
一
致
に
基
礎
づ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
聖
書
の
中
心
内
容
の
認
識
に
よ
っ
て
初
め
て
、

そ
れ
に
関
す
る
意
見
の
一
致
が
生
み
だ
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
認
識
の
共
通
性

は
、
も
ち
ろ
ん
中
心
内
容
の
間
主
観
的
同
一
性
の
確
認
へ
と
通
ず
る
。
し
か

し
意
見
の
一
致
は
繰
り
返
し
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
聖

書
の
解
釈
は
、
そ
の
中
心
内
容
の
独
自
性
と
真
理
を
顧
慮
し
つ
つ
進
展
す
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
教
会
の
信
仰
告
白
の
教
義
学
的
諸
定
式
と
神
学
に

お
け
る
諸
々
の
定
式
化
に
お
け
る
そ
の
内
容
の
諸
々
の
暫
定
的
な
書
き
換
え

は
、
繰
り
返
し
吟
味
さ
れ
る
。
こ
の
吟
味
は
、
教
会
の
信
仰
告
白
と
教
義
に

関
す
る
諸
々
の
主
張）

25
（

が
関
わ
る
中
心
内
容
の
独
自
性
と
真
理
の
規
定
に
及

ぶ
。
こ
の
よ
う
な
吟
味
は
同
時
に
教
義
の
解
釈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、

聖
書
の
中
心
内
容
を
要
約
し
、
神
の
真
理
と
し
て
言
明
す
る
と
い
う
教
義
の

要
求
を
真
剣
に
受
け
止
め
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
教
義
の
解
釈
と
吟

味
は
、教
義
学
の
解
釈
で
あ
る
。
教
義
学
は
教
義
の
真
理
を
問
う
、し
た
が
っ

て
、
教
会
の
諸
々
の
教
義
が
神
の
啓
示
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
神
御
自

身
の
教
義
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
問
う
。
ま
た
教
義
学
は
、
教
義
を
解
釈
す

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
い
を
問
い
続
け
る
。
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三　

組
織
神
学
と
し
て
の
教
義
学

「
教
義
学
」
と
い
う
名
称
の
発
生
に
つ
い
て
熟
考
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教

義
学
は
教
会
の
教
理
の
内
容
を
展
開
す
る
だ
け
で
な
く
、
教
理
の
真
理
に
つ

い
て
の
問
い
も
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
適
切
に
立
証

さ
れ
る
。
以
下
の
議
論
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
起
こ
る
の
か

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

神
学
の
特
定
の
専
門
分
野
の
た
め
に
「
教
義
学
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
十
七
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
る）

26
（

。
し
か
し
す
で
に
一
五
五
〇
年
に
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
聖
書
の
諸
々
の

証
言
の
教
理
的
内
容
を
、
そ
の
歴
史
的
素
材
と
区
別
し
て
ド
グ
マ
テ
ィ
シ
ュ

（dogm
atisch

）と
呼
ん
だ（C

R
14, 147f.

）。
一
六
一
〇
年
、ヨ
ー
ハ
ン
・
ゲ
ー

ア
ハ
ル
ト
は
、
彼
に
な
ら
っ
て
《L

oci theologici
》（I, n. 52

）
の
第
一
版

に
お
い
て
聖
書
の
内
容
を
《dogm

atica

》
と
《historica
》
に
分
け
て
論
じ

た
。
一
六
三
五
年
、
ヨ
ー
ハ
ン
・
ア
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、《theologia dogm

at-

ica

》
と
い
う
名
称
を
歴
史
神
学
に
対
抗
す
る
概
念
と
し
て
用
い
、
そ
し
て

す
で
に
そ
の
一
年
前
に
、
ゲ
オ
ル
ク
・
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
は
こ
れ
を
倫
理
学

と
区
別
し
て
い
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
十
七
世
紀
の
半
ば
以
来
、《theologia 

dogm
atica

》
と
い
う
表
題
を
も
つ
書
物
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
教
理
的
内

容
を
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
こ

の
た
め
に
《doctrina

》
と
い
う
概
念
を
用
い
て
き
た
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
は
こ
の
名
称
を
好
ん
だ
が
、
よ
り
厳
密
に
《sacra doctrina

》
と
呼
ん

だ
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、《doctrina evangelii

》
と
い
う
神
学
概
念
よ
り
も

こ
の
名
称
を
好
ん
だ
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
、
す
で
に
こ
の
名
称
を
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
の
要
約
的
記
述
の
表
題
と
し
て
用
い
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的

思
惟
に
お
け
る
そ
の
起
源
は
新
約
聖
書
に
遡
る
。《didaskalia

》
は
特
に
牧

会
書
簡
に
お
い
て
使
徒
に
よ
る
教
え
の
総
括
概
念
と
し
て
出
て
く
る
（
テ
ト

ス
一
・
九
、二
・
一
。
I
テ
モ
テ
一
・
一
〇
、
II
テ
モ
テ
四
・
三
を
参
照
）。
そ
の

他
の
と
こ
ろ
で
は
、《didache

》
と
い
う
表
現
が
支
配
的
で
あ
る
（
例
え
ば
、

ヨ
ハ
ネ
七
・
一
六
。
こ
こ
で
は
イ
エ
ス
の「
教
え
」を
指
す
）。
特
に《didache

》

の
場
合
、
教
え
る
こ
と
の
主
体
的
遂
行
は
教
え
の
内
容
と
分
離
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
（
マ
ル
コ
一
・
二
七
、
マ
タ
イ
七
・
二
八
以
下
を
参
照
）、
教
え
の

内
容
が
徹
底
的
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
ロ
ー
マ
六
・
一
七
。
つ
ま
り

原
像
的
内
容
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト 

│ 

使
徒
的
伝
承
の
型）

27
（

）。
神
に
よ
っ
て
全

権
を
与
え
ら
れ
た
教
え
と
し
て
の
教
理
と
い
う
理
解
は
、
神
学
と
い
う
概
念

の
本
来
の
意
味
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
に
近
い
。
こ
の
神
学
と
い
う

概
念
が
教
理
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
教
理
の
内
容
を
明
確

に
し
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
、
神
つ
い
て
論
ず
る
教
理
の
内
容
つ
ま
り
特
定

の
「
部
分
」
を
説
明
す
る
（A

thenagoras leg. 10, 4f.

）。
こ
れ
に
対
し
教

義
学
の
概
念
は
最
初
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
全
体
と
関
係
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
ド
グ
マ
と
し
て
の
教
理
は
教
義
学
の
努
力
の
《
対
象
》
と
な
る
。
す

な
わ
ち
、
教
理
の
主
観
的
か
つ
客
観
的
契
機
は
、
教
義
、
教
理
の
告
知
、
そ

し
て
教
義
学
と
い
う
区
別
の
な
か
に
別
々
に
現
れ
る
。そ
の
さ
い
教
義
学
は
、
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そ
れ
が
大
学
の
神
学
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
（
教
理
の
内
容
と
し
て
の
）

教
義
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
学
問
的
専
門
分
野
と
し
て
、
つ
ま
り
《theologia 

dogm
atica

》
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
教
会
の
教
理
の
告

知
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
教
義
学
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ま
ず
第
一
に
、

聖
書
あ
る
い
は
信
仰
箇
条
（《articuli fidei

》）
の
教
理
の
内
容
を
要
約
し
、

さ
ら
に
そ
れ
を
理
路
整
然
と
し
た
も
の
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
を
課
題
と
し

て
い
る）

28
（

。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
「
積
極
的
」
再
現
の
意
味
に
お
い
て
も
、
ま

た
「
学
識
的
」
論
証
の
意
味
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る）

29
（

。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を
要
約
し
、
そ
れ
を
理
路
整
然
と
記
述
す
る
と
い
う

課
題
の
た
め
に
、
十
八
世
紀
の
初
頭
以
来
、「
組
織
神
学
」
と
い
う
概
念
が

市
民
権
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
二
七
年
、
ヨ
ー
ハ
ン
・
フ
ラ
ン
ツ
・

ブ
ッ
デ
ウ
ス
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
神
学
の
記
述
は
、
二
つ
の

要
求
を
満
た
す
な
ら
ば
、「
組
織
的
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
。

つ
ま
り
ひ
と
つ
は
、（
a
）
そ
の
素
材
を
包
括
的
に
取
扱
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
ブ
ッ
デ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
救
い
に
必
要
な
す
べ
て
の
こ
と
を
顧
慮
す

る
こ
と
を
意
味
し
た
。

し
か
し
も
う
ひ
と
つ
は
、（
b
）
個
々
の
内
容
を
も
説
明
し
、
証
明
し
、

確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
（《explicet,probet,atque confirm

e

）
30
（t

》）。

そ
の
さ
い
特
に
体
系
的
（system

atisch

）
記
述
そ
れ
自
体
の
形
式
を
通

し
て
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
的
教
理
の
諸
言
明
の
間
の
、
し
か
し
ま
た
そ
れ

ら
の
言
明
と
、
そ
の
他
の
「
真
理
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
す
べ
て
の
間

の
関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
論
証
」
と
「
確
認
」
が
行
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
内
容
の
体
系
的
記
述
は
、
そ
れ
自
体
す

で
に
そ
の
真
理
要
求
と
の
関
連
の
な
か
に
あ
る
。
そ
れ
は
記
述
さ
れ
た
も
の

の
真
理
を
吟
味
す
る
。
そ
し
て
も
し
も
仮
に
真
理
が
た
だ
ひ
と
つ
し
か
あ
り

え
な
い
と
す
れ
ば
、
真
理
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
も
の
に
矛
盾
が
な

い
こ
と
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
一
致
し
う
る
こ
と
が
、
真
理
を
求
め
る
す
べ

て
の
要
求
に
含
ま
れ
る
基
本
的
含
意
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
信
仰
箇
条
の

体
系
的
記
述
の
際
に
直
接
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
真
理
と
、
そ
の
真
理
の

確
認
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
体
系
的
な
記
述
形
式
に
初
め
て
さ
ら
に
つ
け
加
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
内
容
の
真
理
に
つ
い
て
の
問
い
は
、

体
系
的
な
記
述
形
式
そ
れ
自
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
組
織
神
学
が
キ
リ
ス

ト
教
の
使
信
の
告
知
に
仕
え
る
そ
の
業
も
、
こ
れ
と
関
連
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
こ
の
告
知
は
、
組
織
神
学
が
そ
の
内
容
を
真
理
と
し
て
提
示
す
る
と
い

う
具
合
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
告
知
の
際
の
、
キ
リ
ス

ト
教
の
教
理
の
真
理
に
対
す
る
関
係
は
、
組
織
神
学
の
場
合
の
関
係
と
は
異

な
る
。
そ
の
告
知
は
、
個
々
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
内
容
を
真
理
と
し
て

主
張
し
つ
つ
、
そ
の
教
理
相
互
の
関
連
と
、
真
実
な
す
べ
て
の
も
の
と
の
関

連
を
暗
に
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
関
連
は
、
組
織
神
学
に
お
け
る

教
理
の
内
容
の
研
究
と
記
述
の
対
象
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
意
味
に
お
け
る
組
織
神
学
は
、
こ
の
名
称
が
現
れ
て
よ
う

や
く
誕
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
内
容
的
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
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系
的
記
述
は
、
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
二
世
紀
の
グ
ノ
ー

シ
ス
の
体
系
化
の
努
力
の
対
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
の
教
弁

証
家
た
ち
と
、
リ
ヨ
ン
の
エ
イ
レ
ー
ナ
イ
オ
ス
の
よ
う
な
反
グ
ノ
ー
シ
ス
の

立
場
を
と
っ
た
教
父
た
ち
の
諸
文
書
は
、
初
期
の
体
系
化
を
暗
示
し
て
い
る

が
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
、
そ
の
起
源
に
関
す
る
著
書
（『
諸
原
理
に
つ
い
て
』）

の
な
か
で
、
神
に
関
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
、
形
式
に
従
っ
た
体
系
的

記
述
を
提
示
し
た
。
そ
の
後
、
中
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
コ
ラ
学
に
お
い
て

こ
の
体
系
的
記
述
形
式
は
、
神
学
の
学
問
性
に
関
す
る
諸
々
の
議
論
の
本
来

的
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
も
そ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
独
立
し

た
全
体
的
記
述
で
あ
る
ス
ン
マ
の
な
か
に
そ
の
最
も
適
切
な
形
態
を
み
い
だ

し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
命
題
論
集
の
註
解
の
論
証
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理

の
諸
言
明
相
互
の
調
和
の
可
能
性
、
ま
た
理
性
的
認
識
の
諸
原
理
と
の
調
和

の
可
能
性
を
証
明
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
。
神
学
の
学
問
性
の
基
礎
づ
け  

│ 

十
三
世
紀
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
概
念
が
基
礎
と
さ
れ
た）

31
（

  

│ 

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
論
究
以
前
に
、
こ
の
主
題
に
お
い
て
問

題
と
な
っ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
系
的
統
一
性
と
、
同
時
に
理

性
的
知
の
諸
原
理
と
の
そ
の
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
は
、

教
父
た
ち
の
外
見
上
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
諸
言
明
を
弁
証
的
に
調
停
し

よ
う
と
し
た
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
の
挑
戦
つ
ま
り
彼
の
有
名
な
『
然
り
と
否

（《Sic et N
on

》）』
以
来
、
ま
た
方
法
論
の
面
で
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
に
従
っ

た
ペ
ト
ゥ
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
『
神
学
命
題
集
』
以
来
、
行
わ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
知
的
「
専
門
分
野
」
は
、

学
問
性
に
対
す
る
神
学
の
要
求
と
い
う
形
で
具
体
的
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
要
求
の
完
遂
の
種
々
の
形
式
は 

│ 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

学
問
概
念
に
依
拠
し
て
い
る
が
ゆ
え
に 

│ 

時
代
に
制
約
さ
れ
、
今
や
時

代
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
系
的
統
一
性
と
、
理

性
の
諸
原
理
と
の
そ
の
一
致
に
対
す
る
基
本
的
関
心
は
、
永
続
的
妥
当
性
を

保
持
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
神
学
に
お
け
る
理
性
の
使
用
に
関
す
る
ス
コ
ラ
的

神
学
の
詳
論
は）

32
（

、
そ
の
学
問
性
の
よ
り
専
門
的
な
問
い
に
と
っ
て
特
別
な
意

義
を
も
っ
て
い
る
。
中
世
の
ス
コ
ラ
学
は
、
そ
し
て
後
の
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
神
学
も
、
神
学
に
お
け
る
諸
々
の
理
性
原
理
の
妥
当
性
を
あ
る
程
度
制
限

す
る
傾
向
を
も
ち
、
後
者
は
理
性
の
規
範
的
使
用
で
は
な
く
、
道
具
的
使
用

を
支
持
し
た）

33
（

。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
ま
た
も
や
理
性
と
理
性
的
認
識
の
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
理
解
と
い
う
特
徴
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
厳

密
な
理
性
的
認
識
の
本
質
が
普
遍
的
諸
原
理
に
基
づ
く
演
繹
に
あ
る
と
す
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
諸
言
明
は
、
そ
の
歴
史
的
起
源
の
ゆ
え
に
こ
の

よ
う
な
仕
方
で
は
導
き
だ
さ
れ
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（vgl. T

hom
as 

von A
quin S. theol. I, 32, 1 ad 2

）。
神
学
に
お
け
る
自
然
的
人
間
の
理
性

の
誤
っ
た
優
位
性
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
多
く
の
批
判
的
判
断
の
根
底
に
も
、

理
性
と
理
性
認
識
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
理
解
に
対
す
る
反
対
が
あ
る
。
他

方
ル
タ
ー
も
、
信
仰
に
よ
る
理
性
の
革
新
を
教
え
た
だ
け
で
な
く
、
神
学
の
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た
め
の
理
性
の
必
然
性
も
強
調
し
た）

34
（

。
特
に
彼
は
、
い
く
つ
か
の
先
鋭
的
定

式
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
真
理
の
統
一
性
と
論
理
的
首
尾
一
貫
性

の
妥
当
性
に
固
執
し
た 

│ 

そ
の
適
用
の
際
に
、
誤
っ
た
結
論
と
誤
っ
た

判
断
を
回
避
す
る
た
め
に
、
神
学
の
主
題
の
立
て
方
の
特
異
性
に
注
意
が
払

わ
れ
る
と
し
て
も）

35
（

。
ル
タ
ー
と
古
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
に
お
い
て
、
実
際
の

理
性
の
使
用
は
罪
人
あ
る
い
は
信
仰
者
と
し
て
の
人
間
の
そ
の
つ
ど
の
全
体

的
方
向
性
に
具
体
的
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
が
、
中
世
神
学
に
お
け
る
よ
り

も
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
た
。
神
学
に
お
け
る
理
性
の
機
能
に
関
す
る
適
切
な

判
断
は
、
理
性
と
そ
の
概
念
の
種
々
の
具
体
的
規
定
を
度
外
視
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
神
学
に
お
い
て
も
、
同
一
性
と
矛
盾
の
諸
原
理
が
承
認

さ
れ
な
け
れ
ば
、い
か
な
る
論
証
も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
原
理
は
、

特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
系
的
統
一
性
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
努
力
の

際
に
、
い
つ
も
す
で
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
神
学
的
研
究
の
学
問
性
は
そ

の
首
尾
一
貫
し
た
適
用
に
依
拠
し
て
い
る 

│ 

た
と
え
そ
の
際
、
そ
の
具

体
的
形
態
が
、
あ
る
理
性
的
演
繹
の
形
式
と
い
う
よ
り
も
諸
々
の
慣
習
的
論

証
の
形
式
で
あ
る
と
し
て
も）

36
（

。
つ
ま
り
こ
の
論
証
形
式
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
的
な
学
問
概
念
よ
り
も
、
所
与
の
諸
現
象
の
記
述
の
た
め
に
諸
々
の
仮
説

と
理
論
モ
デ
ル
を
用
い
て
説
明
す
る
学
問
的
論
証
と
い
う
今
日
の
理
解
に
近

い
。
し
た
が
っ
て
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
に

お
け
る
諸
々
の
学
問
的
論
証
を
信
仰
論
に
適
用
す
る
こ
と
に
対
し
神
学
が
示

す
保
留
の
態
度
は
、
学
問
的
論
証
に
関
す
る
近
代
に
お
い
て
普
遍
的
に
承
認

さ
れ
て
い
る
見
解
を
い
く
つ
か
の
点
で
先
取
り
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
コ
ラ
学
以
来
、
教
義
学
、
あ
る
い
は
当

時
は
ま
だ
端
的
に
《theologia

》
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
の
た
め
に
要
求
さ

れ
た
特
別
な
学
問
性
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
系
的
研
究
と
記
述
に
密

接
に
関
連
し
て
い
た
。
同
時
に
、
記
述
さ
れ
た
内
容
の
真
理
を
問
う
問
い
と

の
関
連
が
示
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
を
越
え
て
、
体
系
的
研
究
と
記
述

の
な
か
に
、
真
理
に
関
す
る
ま
っ
た
く
一
定
の
理
解
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
真
実
な
も
の
の
一
致
と
し
て
の
、
つ
ま
り
《
首
尾
一

貫
性
と
し
て
の
真
理
》
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
部
分
相
互
の
関
係
に
関

す
る
、
し
か
し
ま
た
そ
の
他
の
知
に
対
す
る
そ
の
関
係
に
関
す
る
、
キ
リ
ス

ト
教
の
教
理
の
首
尾
一
貫
性
の
研
究
と
記
述
を
通
し
て
、
組
織
神
学
は
キ
リ

ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
を
確
認
す
る）

37
（

。

そ
の
さ
い
組
織
神
学
は
、
神
の
啓
示
の
権
威
を
通
し
て
で
あ
れ
、
教
義
の

内
容
に
関
す
る
教
会
の
意
見
の
一
致
を
通
し
て
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
体
系
的

な
確
認
の
前
に
、
そ
こ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
が
あ
ら
か
じ

め
し
っ
か
り
と
確
立
さ
れ
て
い
る
諸
見
解
と
緊
張
関
係
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
伝
統
的
教
義
学
は
通
例
こ
の
よ
う
な
諸
見
解
を
自
ら
共
有
し
、
そ
し
て

弁
護
し
て
き
た
。
こ
う
し
て
教
義
学
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、
あ
の
既
述
の
緊

張
関
係
が
現
れ
る
。
古
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
に
と
っ
て
、
信
仰
箇
条
が
聖
書

に
由
来
す
る
こ
と
は
、
そ
の
真
理
の
そ
れ
自
体
で
十
分
な
根
拠
と
な
っ
て
い

る
。
理
性
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
こ
の
前
提
と
さ
れ
た
真
理
の
説
明
と
記
述



二
五

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
『
組
織
神
学
』（
I
│
1
）

̶ ̶152

と
い
う
課
題
だ
け
で
あ
る）

38
（

。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
真
理
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
教
理
の
体
系
的
関
連
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
出

現
す
る
内
的
首
尾
一
貫
性
は
、
教
理
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
皮
相
的
な
も
の
で

は
あ
り
え
な
い
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
体
系
的
記
述
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

首
尾
一
貫
性
が
指
摘
さ
れ
る
以
前
に
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
体
系

的
記
述
に
基
づ
い
て
の
み
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
も
信
仰
箇
条
の
真
理
は
、
神
学
的
記
述

の
結
果
で
は
な
く
前
提
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
信
仰
箇
条
は
、
啓
示
を

通
し
て
神
学
の
諸
原
理
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
（S. theol. I, 1 a 2

）。
そ

れ
ゆ
え
神
学
的
論
証
は
、
啓
示
の
諸
真
理
に
基
づ
く
諸
結
論
と
い
う
形
式
で

展
開
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
後
の
教
義
学
の
記
述
に
お
い
て
、
実
際

に
こ
の
よ
う
な
や
り
方
が
追
求
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
こ
の
こ
と
が
起
こ
っ
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
神
学
大
全
の
論
証
過
程
は
、
被
造
世
界
と
人
間

の
第
一
原
因
で
あ
る
神
の
思
想
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
諸
言
明
の

体
系
的
再
構
成
と
し
て
、
展
開
さ
れ
て
い
る）

39
（

。
し
た
が
っ
て
ト
マ
ス
は
、
神

学
概
念
に
関
す
る
彼
の
諸
言
明
に
基
づ
い
て
推
測
さ
れ
る
よ
り
も
、
カ
ン
タ

ベ
リ
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
神
学
的
方
法
論
、
つ
ま
り
信
仰
の
真
理
の
理
性
的

再
構
成
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
近
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
神
学
大
全
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
系
的
記
述
が
、
記
述
そ
れ
自
体
の
過
程
に
左
右
さ

れ
ず
に
す
で
に
確
定
し
て
い
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
真
理
を
受
容
す
る
こ
と

と
緊
張
関
係
に
あ
る
と
い
う
啓
発
的
な
一
例
で
あ
る
。

事
実
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
系
的
再
構
成
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
た
と
え
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
理
論
的
「
検
証
」
に
そ
の
感
情

的
か
つ
実
践
的
実
証
が
つ
け
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の

真
理
の
証
明
と
実
証
で
あ
る）

40
（

。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
系
的（「
思
弁
的
」）

再
構
成
は
、
さ
ら
に
吟
味
さ
れ
る
べ
き
諸
々
の
理
由
の
ゆ
え
に
、
そ
の
真
理

の
問
い
に
つ
い
て
最
終
的
な
決
定
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
教

理
の
真
理
が
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
確
か
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
再

構
成
は
こ
の
問
い
に
何
の
貢
献
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む

し
ろ
実
際
に
神
学
的
省
察
と
再
構
成
の
過
程
に
お
い
て
、
伝
承
の
真
理
内
容

は
そ
れ
自
体
危
機
に
曝
さ
れ
る
。
神
学
的
確
認
の
こ
の
側
面
は
、
十
八
世
紀

以
来
、
近
代
の
神
学
の
特
徴
と
な
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
伝
統
的
教
理
に
対

し
て
明
ら
か
に
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
た
と
こ
ろ
で
、特
に
際
立
っ
て
い
る
。

伝
統
的
な
教
理
の
積
極
的
な
再
構
成
で
さ
え
、
い
つ
も
す
で
に
批
判
的
契
機

を
含
ん
で
い
る
。教
理
史
と
神
学
史
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
お
り
、

キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
の
あ
ら
ゆ
る
発
展
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
原
始
キ
リ

ス
ト
教
に
お
い
て
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
、
神
学
的
確
認
は
、
伝
承
の
内
容

を
単
純
に
手
つ
か
ず
の
ま
ま
に
せ
ず
、
た
と
え
神
学
者
た
ち
が
端
的
に
伝
承

と
同
じ
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
た
と
き
で
さ
え
、
そ
れ
を
変
更
し
て
き
た
。
ま

さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
古
い
真
理
を
教
え
る
新
し
い
方
法
（
マ
ル
テ
ィ
ー
ン
・

ケ
ー
ラ
ー
）
は
、
内
容
的
に
実
際
に
、
伝
統
の
諸
定
式
と
「
同
じ
こ
と
」
を
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語
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
繰
り
返
し
議
論
さ
れ
た
。

伝
承
さ
れ
た
真
理
の
確
認
に
関
す
る
二
つ
の
見
解
、
つ
ま
り
《
一
方
で
》、

す
で
に
前
提
と
さ
れ
た
真
理
の
単
な
る
習
得
と
解
明
と
い
う
見
解
と
、《
他

方
で
》、
伝
承
の
真
理
要
求
に
関
す
る
決
断
と
い
う
見
解
は
、
二
者
択
一
と

み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
伝
承
の
習

得
の
際
に
互
い
に
決
し
て
分
離
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
二
つ
の
相
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
伝
承
さ
れ
た
教
理
の
す
で
に
前
提
と
さ
れ
た
真
理
の
主
観
的
確
認

は
、
自
ら
の
認
識
が
こ
の
真
理
に
到
達
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
こ
の

真
理
を
真
理
《
と
し
て
》
把
握
し
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
対
に
、

伝
承
と
の
自
覚
的
で
批
判
的
な
関
わ
り
も
、
そ
の
真
の
意
味
と
内
容
を
恣
意

的
な
構
成
の
産
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ず
、
批
判
を
通
し
て
発
見
さ
れ
う

る
真
の
事
態
を
そ
の
再
構
成
に
《
あ
ら
か
じ
め
差
し
だ
さ
れ
た
》
も
の
と
し

て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
理
は
、
そ
の
本
質
に
従
っ
て
主
観
的
洞

察
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
認
識
し
よ
う
と
す
る
努
力
は

真
の
事
態
に
出
会
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
逸
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
だ
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
伝
承
の
諸
々
の
真
理
要
求
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み

な
ら
ず
、自
然
秩
序
の
認
識
に
も
当
て
は
ま
る
。も
し
も
そ
の
事
態
が
前
も
っ

て
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、そ
れ
は
逸
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
、
真
理
概
念
の
認
識
論
的
観
点
に
と
っ
て
基
本
と
な
る
、
対
象
な
い

し
事
態
と
の
「
一
致
」
の
契
機
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
誰
か
が
「
真
理
を

語
っ
て
い
る
」
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
り
、
同
様

の
こ
と
は
、
諸
々
の
判
断
な
い
し
主
張
の
真
理
に
つ
い
て
の
問
い
に
も
当
て

は
ま
る
。
し
か
し
他
方
で
、真
理
認
識
そ
れ
自
体
の
遂
行
の
な
か
で
初
め
て
、

何
が
認
識
の
遂
行
に
対
し
あ
ら
か
じ
め
真
理
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か

が
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
こ
ろ
で
、
議
論
の
余
地
の
あ
る
諸
見
解
の

い
ず
れ
が
対
象
な
い
し
事
態
に
対
応
し
、
そ
し
て
い
ず
れ
が
対
応
し
て
い
な

い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
認
識
さ
れ
う
る
真
理
の
判
断
基

準
に
つ
い
て
の
問
い
が
生
じ
て
く
る）

41
（

。
判
断
形
成
に
お
け
る《
意
見
の
一
致
》

と
解
釈
の
《
首
尾
一
貫
性
》
が
こ
の
よ
う
な
判
断
基
準
で
あ
る
、
と
主
張
さ

れ
て
き
た）

42
（

。い
ず
れ
に
せ
よ
判
断
形
成
の
過
程
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、

諸
々
の
真
理
要
求
を
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
の
過
程
に

お
い
て
、
事
柄
の
真
理
は
危
機
に
曝
さ
れ
る
。
判
断
形
成
の
諸
々
の
結
果
は

原
理
的
に
は
た
し
か
に
修
正
可
能
な
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
未
来
の
よ
り

良
い
洞
察
に
対
し
、
事
実
、
開
か
れ
た
状
態
に
保
た
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に

よ
っ
て
も
、《
前
提
さ
れ
た
》
真
理
は
、
そ
の
認
識
を
媒
介
と
し
て
の
み
真

理
《
と
し
て
》
把
握
さ
れ
う
る
と
い
う
事
実
は
何
も
変
わ
ら
な
い
。

神
学
の
歴
史
に
お
い
て
こ
の
事
態
に
関
す
る
意
識
が
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
は

極
め
て
難
し
く
、
今
日
に
お
い
て
も
こ
れ
に
つ
い
て
の
明
白
な
意
識
は
み
ら

れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
真
理
の
主
観
的
な
確
認
に
お
い
て
問
題
に
な
る
真

理
の
先
行
性
が
、
神
学
の
場
合
、
そ
し
て
そ
の
自
己
理
解
に
お
い
て
、
特
別

な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ

こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
考
え
と
判
断
に
対
す
る
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神
と
そ
の
啓
示
の
先
行
性
で
あ
る
。
神
学
は
権
威
に
拘
束
さ
れ
た
専
門
分
野

で
あ
る
と
い
う
中
世
と
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
諸
見
解
の
真
の
核
心
は
こ
こ

に
あ
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
考
え
と
判
断
に
対
す
る
神
の
真
理
の
先

行
性
は
、そ
の
な
か
に
神
学
が
、キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
、神
の
真
理
に
よ
っ

て
権
威
づ
け
ら
れ
た
源
泉
を
み
い
だ
し
た
人
間
の
諸
々
の
決
定
機
関
と
、
つ

ま
り
聖
書
お
よ
び
教
会
の
教
理
と
、
単
純
に
完
全
に
同
一
で
は
な
い
。

す
で
に
中
世
の
ス
コ
ラ
神
学
は
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
問
題
性
に
気
づ
い
て

い
た
。
ひ
と
は
、
聖
書
の
諸
文
書
に
捧
げ
ら
れ
た
権
威
信
仰
を
、
本
来
、
神

御
自
身
に
向
け
ら
れ
た
信
仰
の
行
為
へ
の
単
な
る
導
き
（《dispositio

》）
と

み
な
す
か
、
あ
る
い
は
反
対
に
、
創
造
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
神
つ

ま
り
彼
ら
の
最
高
善
と
人
間
の
関
係
を
、
聖
書
の
権
威
に
対
す
る
同
意
の
動

機
と
み
な
し
た）

43
（

。
し
か
し
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
は
後
者
を
、
つ
ま
り

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
解
決
を
す
で
に
拒
否
し
て
い

た
。
な
ぜ
な
ら
同
意
は
知
性
の
問
題
で
あ
り
、
知
性
は
そ
れ
ゆ
え
そ
の
特
殊

な
対
象
に
よ
っ
て
同
意
へ
と
動
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る）

44
（

。

し
た
が
っ
て
聖
書
の
諸
文
書
の
権
威
の
た
め
の
、
信
ず
る
に
値
す
る
諸
々
の

判
断
基
準
が
最
重
要
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ド
ゥ
ン

ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
に
と
っ
て
、
聖
書
は
神
の
霊
感
に
よ
っ
て
成
っ
た
と
証

言
す
る
教
会
の
権
威
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
に

（P
L

 42, 176

）、
聖
書
の
権
威
の
信
憑
性
の
た
め
の
決
定
的
根
拠
で
あ
っ
た）

45
（

。

し
た
が
っ
て
彼
は
、
聖
書
の
権
威
と
教
会
の
教
理
的
権
威
の
関
係
の
な
か
に

ま
だ
何
の
問
題
も
み
て
い
な
か
っ
た
。教
会
に
は
、聖
書
が
そ
の
霊
感
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
同
じ
聖
霊
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る）

46
（

。
問
わ
れ
た
の
は
、
教
会

の
教
理
が
実
際
に
こ
の
聖
霊
の
働
き
の
い
っ
そ
う
正
確
な
表
現
と
な
っ
て
い

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
や
が
て
ま
も
な
く
、
オ
ッ
カ
ム

の
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
パ
ー
ド
ヴ
ァ
の
マ
ル
シ
ー
リ
ウ
ス
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な

調
和
と
い
う
仮
定
は
疑
問
視
さ
れ）

47
（

、
教
会
の
教
理
と
聖
書
の
権
威
の
間
の
、

最
初
の
諸
々
の
衝
突
が
生
じ
た
。
宗
教
改
革
の
な
か
で
こ
の
衝
突
は
全
面
的

な
も
の
と
な
り
、
そ
の
頂
点
に
達
し
た
。
と
こ
ろ
が
衝
突
し
た
当
事
者
の
双

方
が
、
そ
の
神
学
的
教
理
の
起
源
を
ひ
と
つ
の
権
威
あ
る
決
定
機
関
に
求
め

続
け
た
。
つ
ま
り
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
で
は
、
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
で

神
の
啓
示
の
証
拠
文
書
と
し
て
ま
っ
た
く
自
明
な
聖
書
で
あ
り
、
反
対
に

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
側
で
は
、
教
会
に
よ
る
解
釈
を
必
要
と
し
、
そ
し
て

教
会
の
教
理
を
通
し
て
解
釈
さ
れ
る
聖
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、双
方
と
も
、

対
立
す
る
相
手
の
立
場
の
不
当
性
を
説
明
し
よ
う
と
努
力
を
重
ね
た
。
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
神
学
は
、
聖
書
か
ら
、
教
会
の
教
理
を
批
判
す
る
必
要
性
が
あ

る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
教
理
が
聖
書
の
証
言
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
は
、
教
理
に
ふ
さ
わ
し
く
、
無
造

作
に
統
一
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
聖
書
の
諸
言
明
の
多
様
性
と
、
そ
れ
と

共
に
与
え
ら
れ
る
、権
威
的
決
定
機
関
と
解
釈
機
関
の
必
然
性
を
指
摘
し
た
。

そ
こ
で
啓
蒙
主
義
に
よ
る
伝
統
批
判
は
、
二
つ
の
教
派
的
立
場
の
諸
々
の

批
判
的
要
素
を
結
び
合
わ
せ
た
。
そ
れ
は
、
教
会
の
教
理
に
対
す
る
プ
ロ
テ
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ス
タ
ン
ト
の
批
判
を
押
し
進
め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教

会
の
、
彼
ら
の
目
か
ら
み
る
と
相
変
わ
ら
ず
あ
ま
り
に
伝
統
に
規
定
さ
れ
た

教
理
に
拡
大
し
た
。
そ
れ
は
、
同
時
に
聖
書
の
教
理
の
統
一
性
に
関
す
る
古

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
命
題
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
批
判
を
先
鋭
化
し
、
聖

書
の
諸
文
書
の
諸
言
明
に
お
け
る
多
様
な
矛
盾
と
対
立
を
証
明
す
る
こ
と
に

よ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
著
者
に
関
す
る
諸
々
の
伝
統
的
報
告
を
批
判
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
し
て
最
後
に
、
聖
書
の
多
く
の
見
解
の
時
代
的
制
約
を
証
明

す
る
こ
と
に
よ
り
、
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
聖
書
原
理
を
破
壊
し
た
。
聖
書

と
教
会
の
教
理
に
対
す
る
啓
蒙
主
義
の
こ
の
批
判
は
、
そ
の
後
、
今
日
に
至

る
ま
で
次
の
こ
と
を
不
可
能
に
し
た
。
つ
ま
り
、
中
世
の
神
学
や
古
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
神
学
が
行
っ
た
よ
う
に
、
そ
し
て
彼
ら
の
歴
史
的
状
況
に
お
い

て
は
ま
だ
行
う
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
記
述
の
際

に
、
聖
書
や
教
会
の
教
理
を
、
神
の
啓
示
を
立
証
す
る
決
定
機
関
と
し
て
遠

慮
せ
ず
に
設
定
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
反
近
代
主
義

の
時
代
の
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
も
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
も
、
大
部
分
、
キ

リ
ス
ト
教
の
教
理
に
関
す
る
真
理
問
題
は
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る

立
場
に
固
執
し
た
。
こ
の
時
期
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
で
は
、
そ
の
決
定
は
完
全

に
教
会
の
教
導
職
に
集
中
し
て
お
り
、
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
で
は
、
そ

れ
は
信
仰
そ
れ
自
体
の
行
為
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
こ
の
変
化
の
過
程
は
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
で
は
、
教
義
学
の
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
」
の
発

展
の
な
か
に
現
れ
た
。

四　

教
義
学
の
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
」
の
発
展
と
問
題

直
ち
に
テ
ー
マ
の
展
開
か
ら
始
め
る
代
わ
り
に
、
テ
ー
マ
そ
れ
自
体
と
、

そ
の
記
述
の
際
に
遵
守
さ
れ
る
べ
き
方
法
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
若
干
の

所
見
を
述
べ
る
こ
と
は
決
し
て
異
例
な
こ
と
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教

理
の
記
述
も
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
導
入
的
考
察
か
ら
始
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
例
と
し
て
、
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
神
学
命
題
集
の
プ
ロ
ロ
ー

グ
、ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
学
大
全
の
第
一
問
、メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の《L

oci 

com
m

unes  1521

》
の
序
と
、
彼
の
《L

oci praecipui theologici 1559

》

の
序
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
十
六
世
紀
の
終
り
以
来
、
古
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
神
学
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
本
来
的
記
述
へ
の
導
入
、

つ
ま
り
《P

raecognita

》
あ
る
い
は
《P

rolegom
ena

》
は
ま
す
ま
す
包
括

的
に
な
り
、
主
題
も
ま
す
ま
す
細
分
化
し
て
行
っ
た
。
一
五
二
一
年
、
メ
ラ

ン
ヒ
ト
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
の
認
識
と
彼
の
諸
々
の
恩
恵
が
依
拠
す
る
《topoi

（loci

）》
に
集
中
し
た
（《e quibus loci solis C

hristi cognitio pendet

》: 

C
R

 21, 85

）。
し
か
し
一
五
三
五
年
以
来
、
そ
れ
ま
で
後
段
で
論
じ
ら
れ
て

い
た
神
論
が
、
再
び
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
記
述
の
最
初
の
部
分
に
置
か
れ

た
。
一
五
七
三
年
、
ヤ
ー
コ
プ
・
へ
ー
ア
ブ
ラ
ン
ト
は
彼
の
神
学
概
説
を

《principium
 theologiae

》 

と
し
て
の
聖
書
に
関
す
る
章
で
始
め
た
。
も
ち

ろ
ん
へ
ー
ア
ブ
ラ
ン
ト
の
場
合
、
そ
し
て
ヨ
ー
ハ
ン
・
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
の
場

合
（
一
六
一
〇
）
も
、
聖
書
の
教
理
に
関
す
る
最
初
の
章
は
ま
だ
導
入
部
の

性
格
を
も
た
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
全
体
的
記
述
の
出
発
点
と
し
て
理
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解
さ
れ
て
い
る）

48
（

 

│ 

こ
の
記
述
は
、
全
体
と
し
て
ま
さ
に
聖
書
に
お
け
る

神
の
啓
示
の
要
約
的
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
六
二
五
年
に

L
oci

に
付
さ
れ
た
序
文）

49
（

の
な
か
で
、
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
は
聖
書
論
の
前
に
神

学
概
念
に
関
す
る
緒
言
を
置
き
、
後
に
な
る
と
、
聖
書
論
が
、
神
学
概
念
に

対
し
て
も
つ
そ
の
構
成
的
重
要
性
の
ゆ
え
に
こ
の
序
に
加
え
ら
れ
た
。
そ
の

結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
そ
れ
自
体
の
記
述
は
、
今
や
再
び 

│ 

古
い

伝
統
に
従
っ
て 
│ 
神
論
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト

ン
のL

oci

の
後
の
版
に
お
い
て
も
す
で
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
派

の
傾
向
に
逆
ら
っ
て
、
つ
ま
り
神
学
概
念
を
、
神
の
本
質
に
つ
い
て
の
諸
々

の
い
わ
ゆ
る
思
弁
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
解
き
放
ち
、
救
わ
れ
る
べ

き
罪
人
と
し
て
の
人
間
に
集
中
す
る
ル
タ
ー
派
の
傾
向
に
逆
ら
っ
て
、
明
ら

か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
そ
れ
自
体
の
中
心
内
容
（Sache

）
の
う
ち
に
基

礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
神
論
の
優
位
性
が
貫
徹
さ
れ
た）

50
（

。
こ
の
傾
向
と
関
連
し

て
い
る
の
は
、
一
六
五
五
年
の
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
ロ
ー
ヴ
ィ
ウ
ス
の
著
作

以
来
、
真
の
宗
教
の
源
泉
と
し
て
の
聖
書
が
論
究
さ
れ
る
前
に
、
宗
教
の
概

念
が
神
学
の
普
遍
的
対
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

る）
51
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
古
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
の
主
題

目
録
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
際
、
聖
書
の
教
え
の
内
容
の
要
約
で
あ
る
諸
々
の

信
仰
箇
条
に
つ
い
て
の
教
理
と
、
神
学
に
お
け
る
理
性
の
使
用
に
関
す
る
詳

論
が
、
聖
書
論
の
後
に
続
い
た
。
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
学
の
プ
ロ
レ

ゴ
メ
ナ
は
、
そ
の
十
分
に
発
展
し
た
形
態
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
諸
々

の
主
題
を
包
括
し
て
い
る
。
1 

神
学
概
念
、
2 

神
学
の
普
遍
的
対
象
と
し

て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
、
3 

神
学
の
原
理
と
し
て
の
聖
書
、
4 

信
仰
箇

条
、
5 

理
性
の
使
用
。

神
学
の
原
理
と
し
て
の
聖
書
論
は
、
こ
の
区
切
ら
れ
た
枠
組
み
の
な
か
で

最
大
の
空
間
を
占
め
た
。
そ
れ
は
、
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
学
の
プ
ロ

レ
ゴ
メ
ナ
の
本
来
的
中
核
部
分
を
形
成
し
て
い
る
。
神
学
的
課
題
の
そ
の
特

別
な
理
解
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
学
は
、
特

に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
と
対
決
し
て
、
権
威
に
つ
い
て
の
そ
の
理
解

と
、
神
学
に
と
っ
て
聖
書
が
も
つ
決
定
的
意
味
を
詳
細
に
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た）

52
（

。

古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
聖
書
論
の
背
景
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
中
世
に
お

け
る
聖
書
の
権
威
と
教
会
の
教
理
の
分
離
で
あ
っ
た
。
そ
の
出
発
点
は
、
聖

書
の
逐
語
的-

歴
史
学
的
解
釈
の
優
位
性
の
貫
徹
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
教

会
の
教
導
職
に
よ
る
聖
書
の
頻
繁
な
利
用
に
逆
ら
っ
て
、
学
校
で
行
わ
れ
る

聖
書
解
釈
が
独
立
し
た
決
定
機
関
の
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
が
、
神
学
の
最
高
で
、
他
の
も
の
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
け

で
な
く
、
唯
一
の
規
範
的
認
識
原
理
と
し
て
の
聖
書
と
い
う
宗
教
改
革
の
見

解
の
発
端
と
な
っ
た
（vgl.Luther W

A
 18, 653ff.

）。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

命
題
に
対
す
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
批
判 

│ 

特
にR

obert 

B
ellarm

in

に
よ
る
批
判 

│ 

は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
、
聖
書
に
関

す
る
そ
の
見
解
を
、
聖
書
を
神
の
言
葉
と
し
て
際
立
た
せ
る
諸
々
の
特
徴
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（《affectiones

》）
の
教
理
の
部
分
に
ま
で
拡
大
す
る
よ
う
に
強
く
求
め
た
。

こ
れ
ら
の
特
徴
の
う
ち
、
そ
の
神
の
霊
感
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
聖
書
の
権
威

だ
け
が
、
古
代
教
会
の
教
理
の
形
成
に
遡
る
に
す
ぎ
な
い
。
聖
書
の
十
分
性

な
い
し
完
全
性
、
明
晰
性
な
い
し
明
確
性
、
救
い
の
た
め
の
そ
の
有
効
性
と

い
う
そ
の
他
の
諸
々
の
特
徴
は
、
全
体
と
し
て
、
宗
教
改
革
の
聖
書
原
理
に

対
す
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
批
判
を
避
け
る
た
め
に
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
聖
書
論
が
新
た
に
作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
救
い
の
た
め
に

人
間
が
知
る
必
要
の
あ
る
す
べ
て
の
も
の
と
の
関
連
に
お
け
る
聖
書
の
十
分

性
と
完
全
性
と
い
う
教
理
は
、
一
五
四
六
年
の
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
の
第
四

会
期
で
定
式
化
さ
れ
た
ロ
ー
マ
の
伝
統
の
原
理
に
対
向
し
て
い
る
（D

S 

1501

）。
公
会
議
の
判
断
に
よ
る
と
、《salutaris veritas
》
は
聖
書
の
諸
文

書
と
記
述
さ
れ
て
い
な
い
諸
伝
承
に
も
含
ま
れ
て
い
る
（《in libris scriptis 

et sine scripto traditionibus

》）。
そ
の
定
式
は
、
そ
の
後
、
双
方
の
側
に

お
い
て
聖
書
の
諸
言
明
の
内
容
的
補
足
の
意
味
で
理
解
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の

後
、
聖
書
の
証
言
を
越
え
て
行
く
教
会
の
諸
教
義
の
決
定
の
妥
当
性
と
し
て

理
解
さ
れ
た
。

公
会
議
の
こ
の
定
式
の
解
釈
は
、
一
九
五
七
年
に
な
っ
て
初
め
てH

ubert 

Jedin

と
特
にJosef R

upert G
eiselm

ann

に
よ
っ
て
疑
問
視
さ
れ
た）

53
（

。
二

人
と
も
、
公
会
議
の
記
録
か
ら
次
の
よ
う
に
論
ず
る
た
め
の
重
要
な
諸
々
の

根
拠
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
の
定
式

は
、聖
書
の
証
言
の
形
態
に
お
い
て
も
、教
会
の
口
頭
伝
承
に
お
い
て
も
《
同

じ
内
容
》
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
排
除
せ
ず
、そ
の
結
果
、他
の
、

公
会
議
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
が
退
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
定
式
（partim

 

… 

partim

）
と
異
な
り
、
公
会
議
に
よ
っ
て
最
終
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
は
、
聖
書
が
救
済
の
真
理
の
た
め
の
十
分
な
内
容
を
有
す
る

こ
と
に
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
第
二
バ
チ

カ
ン
公
会
議
は
聖
書
と
伝
統
の
統
一
性
を
強
調
し
（D

ei  Verbum
 9

）、
し

か
も
聖
書
を
、
教
会
の
教
理
の
宣
告
と
キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
の
源
泉
お
よ
び

規
範
と
し
て
特
徴
づ
け
た
。
つ
ま
り
、《O

m
nis ergo praedicatio ecclesi-

astica sicut ipsa religio christiana Sacra Scriptura nutriatur et regatur 

oportet

》（21

）
54
（

）。
こ
の
こ
と
に
関
し
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
存
在
し

た
対
立
は
、
そ
れ
ゆ
え
今
日
、
そ
の
厳
し
さ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
他
方
、

聖
書
解
釈
に
関
す
る
解
釈
学
的
諸
問
題
に
お
け
る
教
派
的
相
違
は
、
ま
だ
完

全
に
は
克
服
さ
れ
て
い
な
い
。

聖
書
解
釈
の
問
題
に
お
け
る
教
派
的
対
立
の
本
質
は
次
の
点
に
あ
る
。
つ

ま
り
宗
教
改
革
の
教
理
に
よ
る
と
、
聖
書
の
本
質
的
内
容
は
聖
書
か
ら
明
白

に
認
識
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
聖
書
は
自
ら
そ
の
解
釈
の
基
準
を
形
成
す
る
。

と
こ
ろ
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
見
解
に
よ
る
と
、
聖
書
は
、
そ
の
諸
言

明
の
多
様
性
と
部
分
的
な
不
明
瞭
さ
の
ゆ
え
に
、
多
様
な
声
の
混
じ
っ
た
聖

書
の
諸
々
の
証
言
か
ら
拘
束
的
な
啓
示
の
真
理
を
際
立
た
せ
る
、
解
釈
の
、
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権
威
あ
る
決
定
機
関
を
必
要
と
す
る
。
す
で
に
一
五
二
五
年
、
ル
タ
ー
は
自

ら
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
エ
ラ
ス
ム
ス
に
対
し
、
聖
書
の
本
質
的
内
容
に
関
す
る

そ
の
明
晰
性
の
命
題
を
提
示
し
て
い
た
（W

A
18, 606f

）
55
（f.

）。
古
ル
タ
ー
派
の

教
義
学
は
、
こ
の
命
題
を
、
ベ
ル
ラ
ル
ミ
ー
ノ
と
そ
の
他
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の

論
争
神
学
者
の
攻
撃
に
対
抗
し
て
、聖
書
の
明
晰
性
の
教
義
へ
と
拡
大
し
た
。

こ
の
教
理
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
聖
書
の
明
晰
性
は
も
ち
ろ
ん
た
だ
そ
の
本

質
的
内
容
と
、
つ
ま
り
三
一
論
、
受
肉
論
、
キ
リ
ス
ト
の
救
済
の
業
と
い
う

キ
リ
ス
ト
教
の
諸
教
義
な
い
し
諸
信
仰
箇
条
（Luther W

A
18, 606, 

26
-28

）
と
関
連
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

古
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
者
が
つ
け
加
え
た
よ
う
に
，《evidentia reum

》
で

は
な
く
《claritas verboru

）
56
（m

》
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
聖
書
の

内
容
は
、
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
理
に
よ
る
と
、
論
理
的
か
つ
修
辞
的
諸

規
則
と
古
い
諸
言
語
の
十
分
な
認
識
に
よ
っ
て
、
聖
書
の
諸
言
明
そ
れ
自
体

か
ら
取
り
だ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
個
々
の
言
明
の
作
用
域
、
文
脈
、
そ
し
て
状

況
に
着
目
し
た
注
意
深
い
読
み
方
と
本
文
の
比
較
を
通
し
て
取
り
だ
さ
れ

る）
57
（

。
各
聖
句
に
と
っ
て
ひ
と
つ
し
か
な
い
字
義
的
な
意
味
は
、
種
々
の
伝
統

の
な
か
の
あ
る
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
聖
書
そ
れ
自
体
か
ら
で
て
く
る
、
と

人
び
と
は
考
え
た
。
そ
れ
は
、《exactissim

a verborum
 et sensuum

 

cohaerentia

》
か
ら
取
り
だ
さ
れ
る）

58
（

。
聖
書
の
解
釈
に
お
け
る
そ
の
明
晰
性

の
命
題
と
字
義
通
り
の
意
味
の
優
先
性
の
結
合
は
、
次
の
よ
う
な
結
果
を
も

た
ら
し
た
。
つ
ま
り
、
聖
書
の
諸
言
明
の
意
味
を
確
定
す
る
た
め
の
決
定
的

な
機
能
は
学
派
の
聖
書
解
釈
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
教
派

的
対
立
の
根
本
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ま
さ
に
カ
ト
リ
ッ
ク
側
で
は
、
聖

書
解
釈
の
た
め
の
こ
の
決
定
的
な
機
能
は
教
会
の
教
導
職
に
帰
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
は
、
教
会
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
意
味
に
反
対
し
、
聖

書
を
自
分
の
興
味
に
従
っ
て
歪
曲
す
る
人
び
と
（《sacram

 Scripturam
 ad 

suos sensus contorquens

》）
を
破
門
を
も
っ
て
威
嚇
し
た
（D

S1507

）。

し
か
し
な
が
ら
教
会
の
教
導
職
の
聖
書
解
釈
と
の
関
連
で
、
方
法
論
的
に
基

礎
づ
け
ら
れ
た
学
問
的
聖
書
解
釈
の
意
味
を
問
う
本
来
の
争
点
は
、
こ
の
定

式
で
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。M

artin C
hem

nitz

は
す
で
に
こ

の
こ
と
に
気
づ
き
、
公
会
議
の
諸
言
明
の
う
ち
に
こ
れ
と
対
応
す
る
表
現
が

な
い
こ
と
を
指
摘
し
た）

59
（

。
こ
の
欠
落
は
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
を
通
し
て
埋

め
ら
れ
た
。
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
と
比
較
す
る
と
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議

は
、《D

ei Verbum

》
と
い
う
啓
示
を
取
り
扱
う
箇
所
で
聖
書
解
釈
の
解
釈

学
的
規
則
と
、
聖
書
解
釈
に
対
す
る
神
学
的
学
問
の
貢
献
に
大
い
に
注
目
し

た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
解
釈
は
、
聖
書
の
記
者
た
ち
に
よ
っ

て
意
図
さ
れ
た
意
味
に
固
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（D

V
12

）。
そ
の
際
、

文
学
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
、
作
成
時
の
歴
史
的
状
況
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
聖
書
解
釈
に
属
す
る
も
の
は
す
べ
て
最
終
的
に
教
会
の
決
定
に
従
属

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
ち
に
、
こ
の
決
定
は
学
問
的
釈
義
に
よ
っ
て
準



三
二

̶ ̶145

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
あ
ら
か
じ
め
言
及
さ
れ
て
い
る
。D

V
12

の
こ
の

言
明
を
、
も
し
も
他
の
二
つ
の
主
張
、
つ
ま
り
教
会
の
教
導
職
は
、
神
の
言

葉
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
神
に
仕
え
て
い
る
（D

V
10

）
と
の
確

認
と
、
教
会
は
、
そ
の
信
仰
の
最
高
の
規
範
を
聖
書
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る

（《suprem
am

 fidei suae regulam

》:
D

V
21

）
と
の
説
明
に
よ
っ
て
ま
と
め

る
な
ら
ば
、
公
会
議
の
諸
言
明
に
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
教
導
職
の
聖
書
解

釈
が
、
聖
書
に
固
有
の
、
解
釈
の
い
か
な
る
決
定
機
関
に
よ
っ
て
も
ま
ず
最

初
に
調
停
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
意
味
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
語
ら

れ
て
い
る 

│ 

そ
の
意
味
は
学
派
に
よ
る
釈
義
の
対
象
と
な
る
。
こ
う
し

て
疑
い
も
な
く
聖
書
の
明
晰
性
と
い
う
宗
教
改
革
の
教
理
へ
と
近
づ
い
て
い

る
。
し
か
し
相
変
わ
ら
ず
欠
け
て
い
る
の
は
、
聖
書
と
そ
の
解
釈
の
、
伝
統

に
対
し
て
批
判
的
な
機
能
に
関
す
る
諸
言
明
で
あ
る）

60
（

。

聖
書
の
十
分
性
と
明
晰
性
に
関
す
る
、
論
争
の
的
と
な
っ
た
宗
教
改
革
の

二
つ
の
教
理
は
、
神
の
霊
感
に
基
づ
く
聖
書
の
《
権
威
》
の
教
理
を
前
提
と

し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
こ
と
は
、
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
お

け
る
聖
書
の
十
分
性
と
明
晰
性
の
教
理
の
特
殊
な
形
態
に
も
当
て
は
ま
る   

│ 

こ
れ
は
、
新
約
聖
書
の
諸
文
書
に
お
い
て
イ
エ
ス
の
告
知
と
キ
リ
ス

ト
教
の
発
端
の
最
も
古
い
諸
文
書
に
の
み
目
を
向
け
る
観
察
方
法
と
異
な
っ

て
い
る
。
も
し
も
聖
書
の
諸
文
書
が
神
御
自
身
に
よ
っ
て
、
人
間
の
救
い
を

目
指
す
神
の
啓
示
の
諸
文
書
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が

こ
の
目
的
に
と
っ
て
も
十
分
で
あ
る
と
の
仮
定
は
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
前
提
か
ら
、
聖
書
の
内

容
が 

│ 

神
が
著
者
で
あ
る
と
い
う
統
一
性
と
、
神
が
御
自
身
と
し
っ
か

り
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て 

│ 

統
一
的
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
と

一
致
し
つ
つ
、
統
一
的
で
矛
盾
の
な
い
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。聖
書
の
内
容
の
統
一
性
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、

そ
の
言
葉
の
明
晰
性
は
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

宗
教
改
革
の
神
学
に
と
っ
て
聖
書
の
権
威
は
、
そ
れ
が
人
間
の
言
葉
で
は

な
く
神
御
自
身
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
さ
い

初
期
の
ル
タ
ー
派
神
学
は
、
そ
の
口
頭
の
形
態
と
文
書
の
形
態
に
お
け
る
福

音
の
神
の
言
葉
の
同
一
性
を
強
調
し
た）

61
（

。
他
方
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
神
の
教
理

（《coelestis doctrina

》）
と
、
人
間
の
記
憶
に
留
め
る
た
め
の
そ
の
文
書
的

記
載
を
い
っ
そ
う
厳
密
に
区
別
し
た
（Inst I, 6, 3

）。
し
か
し
な
が
ら
十
六

世
紀
の
終
り
以
来
、
神
の
言
葉
の
表
象
の
重
心
は
ま
す
ま
す
文
書
的
記
載
の

行
為
そ
れ
自
体
の
霊
感
へ
と
移
行
し
た
。
十
七
世
紀
の
初
期
に
お
い
て
も
な

お
ヨ
ー
ハ
ン
・
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
は
、
神
は
、
預
言
者
た
ち
と
使
徒
た
ち
に
神

か
ら
受
け
取
っ
た
言
葉
を
書
き
と
め
よ
と
の
命
令
を
与
え
た
と
い
う
意
味

で
、
聖
書
の
霊
感
の
、
ま
っ
た
く
普
遍
的
に
保
持
さ
れ
て
い
た
見
解
を
擁
護

し
た）

62
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
は
す
で
に
、一
方
に
お
い
て
ロ
ー
マ
・

カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
的
教
理
に
対
抗
し
、
他
方
に
お
い
て
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
主

義
者
た
ち
に
対
抗
し
つ
つ
、
す
で
に
神
の
言
葉
と
聖
書
本
文
を
同
一
視
し
て
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い
た）

63
（

。改
革
派
の
側
で
は
、す
で
に
ア
マ
ン
ド
ゥ
ス
・
ポ
ラ
ー
ヌ
ス（
一
五
六
一

-

一
六
一
〇
）
が
神
を
、
聖
書
の
不
謬
性
を
保
証
す
る
そ
の
本
来
の
《
著
者
》

と
呼
ん
で
い
た）

64
（

。
し
か
し
な
が
ら
ル
タ
ー
派
の
側
で
は
、
十
七
世
紀
の
中
頃

に
初
め
て
厳
密
な
聖
書
霊
感
説
が
、
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
ロ
ー
ヴ
ィ
ウ
ス
に

よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
彼
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
の
「
混
淆
主

義
的
」
見
解
に
反
対
し
た
。
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
は
霊
感
の
思
想
を
聖
書
の
本

文
に
ま
で
拡
大
適
用
せ
ず
、
そ
の
内
容
に
限
定
し
よ
う
と
し
た）

65
（

。
聖
書
が
、

全
体
と
し
て
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
聖
句
に
お
い
て
、
神
の
権
威
と
し
て

い
ず
れ
の
人
間
の
判
断
に
対
し
て
も
神
聖
不
可
侵
な
仕
方
で
対
抗
す
る
と
い

う
こ
と
が
な
く
な
る
や
い
な
や
、
宗
教
改
革
の
聖
書
原
理
は
ま
っ
た
く
分
解

し
て
し
ま
う
と
の
不
安
の
な
か
に
、
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
者
の
多
く
が
逐
語

霊
感
説
と
い
う
極
端
な
観
念
へ
と
移
行
し
て
行
っ
た
よ
り
深
い
理
由
が
み
い

だ
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
ア
ン
ド
レ
ー
ア
ス
・
ク
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
は

こ
の
不
安
を
は
っ
き
り
と
言
葉
で
表
現
し
た
。
つ
ま
り
も
し
も
、
聖
書
の
な

か
の
何
か
あ
る
も
の
が
人
間
的
な
仕
方
で
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
を
一
度
容

認
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
神
的
権
威
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
、
と
。
聖
霊
の
直
接

的
な
影
響
な
し
に
、
ひ
と
つ
の
節
が
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
や
い

な
や
、
サ
タ
ン
は
、
直
ち
に
全
章
に
つ
い
て
、
そ
の
文
書
全
体
に
つ
い
て
、

そ
し
て
最
終
的
に
は
聖
書
全
体
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
に
よ

り
聖
書
の
全
て
の
権
威
を
無
効
に
し
て
し
ま
う）

66
（

。
逐
語
霊
感
説
と
い
う
極
端

な
理
解
に
至
る
ま
で
貫
徹
さ
れ
た
聖
書
霊
感
説
は
、
も
し
も
、
聖
書
は
、
神

学
の
あ
ら
ゆ
る
言
明
が
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
べ
き
神
学
の
原
理
で
あ
る

と
の
ル
タ
ー
の
見
解
と
本
当
に
真
剣
に
取
り
組
も
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

事
実
、
避
け
ら
れ
な
い
主
張
で
あ
っ
た
。
も
し
も
聖
書
は
、
そ
の
内
容
と
そ

の
神
的
真
理
に
従
っ
て
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
判
断
形
成
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば 

│ 

聖
書
の
拘
束
的
内
容
の
定
式
化
を
、
霊
に

よ
っ
て
導
か
れ
る
教
会
の
教
導
職
の
課
題
と
し
て
説
明
す
る
見
解
に
反
対
し

て 

│
、
聖
書
霊
感
説
の
客
観
主
義
と
い
う
最
終
帰
結
は
避
け
ら
れ
ず
、

ル
タ
ー
派
の
神
学
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
敵
対
者
を
介
し
て
、
ま
た
自
ら
の
陣

営
に
お
け
る
伝
統
原
理
と
の
妥
協
に
向
か
う
傾
向
を
通
じ
て
、
こ
の
極
端
な

結
論
を
信
じ
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
た
。
た
し
か
に
宗
教
改
革
の
聖
書
原
理
か

ら
、
ま
っ
た
く
異
な
る
見
解
へ
と
通
じ
る
別
の
方
向
に
向
か
う
諸
々
の
結
論

も
引
き
出
さ
れ
た
。
聖
書
の
字
義
的
か
つ
歴
史
学
的
解
釈
を
優
先
さ
せ
る
こ

と
か
ら
出
発
し
、
聖
書
の
内
容
と
そ
の
真
理
に
関
す
る
諸
々
の
結
果
を
先
取

り
せ
ず
に
、神
学
を
こ
の
よ
う
な
解
釈
と
結
び
つ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
主
義
者
た
ち
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
者
た
ち
、
そ
し
て
後
に

は
啓
蒙
主
義
の
神
学
者
た
ち
は
こ
の
道
を
歩
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
聖

書
は
も
は
や
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
内
容
と
そ
の
真
理
が
そ
の
言
葉
に
お

い
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
解
釈
に
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
前
も
っ
て

保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
、
神
学
の
原
理
で
は
な
か
っ
た
。

古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
聖
書
霊
感
説
の
客
観
主
義
に
対
応
し
て
い
た
の

は
、
聖
霊
の
証
言
に
よ
る
聖
書
の
神
的
権
威
の
主
観
的
確
認
と
い
う
見
解
の
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根
源
的
形
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
聖
書
に
つ
け
加

わ
り
、
解
釈
者
の
主
観
性
の
な
か
で
働
き
、
そ
し
て
聖
書
を
認
証
す
る
決
定

機
関
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
た
し
か
に
聖
霊
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
聖
書
の

内
容
の
自
己
明
証
性
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
心
に

お
け
る
聖
書
そ
れ
自
体
の
「
効
力
」
で
あ
る）

67
（

。
こ
の
教
理
の
創
始
者
で
あ
る

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
言
葉
と
霊
の
共
属
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
す
で
に

同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
る
と
、
使
徒
は
彼
の
告
知

を
霊
に
仕
え
る
務
め
（
II
コ
リ
三
・
八
）
と
呼
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
、
言
葉

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
真
理
の
霊
が
次
の
よ
う
な
仕
方
で
内
在
す
る
こ
と
を

語
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
霊
の
栄
誉
と
尊
厳
が
言
葉
を
通
し
て
承
認

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
聖
霊
が
そ
の
力
を
輝
か
せ
る
と
い
う
具
合
に）

68
（

。
す
べ

て
の
人
間
的
判
断
に
対
し
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
偉
大
な
も
の
と
し
て

の
、聖
書
の
神
的
権
威
に
つ
い
て
の
教
理
が
色
あ
せ
て
初
め
て
、聖
霊
の
《
内

的
証
明
（《testim

onium
 internum

》）》
の
教
理
は
、
聖
書
の
真
理
要
求
と

真
理
内
容
に
つ
い
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
外
的
な
言
葉
に
補
足
的

な
仕
方
で
近
づ
き
う
る
主
観
的
経
験
の
原
理
と
確
信
の
原
理
と
い
う
意
味
を

獲
得
し
た
。
こ
う
し
て
霊
の
内
的
証
言
の
教
理
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
判
断

に
対
す
る
神
の
真
理
の
所
与
性
と
い
う
宗
教
改
革
の
命
題
か
ら
、
信
仰
と
キ

リ
ス
ト
教
の
教
理
の
根
拠
と
し
て
の
主
観
的
経
験
に
つ
い
て
の
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
的
確
信
へ
と
移
行
し
た
方
向
転
換
の
中
心
点
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の

発
展
へ
の
衝
撃
は
聖
書
解
釈
と
聖
書
の
本
文
批
評
の
諸
問
題
か
ら
出
発
し

た
。聖

書
の
様
々
な
著
者
た
ち
の
言
語
と
様
式
に
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、

す
で
に
正
統
主
義
の
教
義
学
者
た
ち
も
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼

ら
は
こ
の
よ
う
な
個
々
の
特
徴
を
、
聖
霊
が
そ
の
つ
ど
著
者
の
言
語
と
表
現

法
に
合
わ
せ
た
結
果
で
あ
る
と
説
明
し
た）

69
（

。し
か
し
な
が
ら
適
応
の
思
想
は
、

は
る
か
に
広
範
に
理
解
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
、
聖
書
の
著
者
た
ち
の
、
時

代
に
制
約
さ
れ
た
表
象
様
式
に
対
す
る
適
応
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
す
で
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ケ
プ
ラ
ー
と
ガ
リ
レ
ー
オ
・
ガ
リ
レ
ー
イ
は
、

ヨ
シ
ュ
ア
一
〇
・
一
二
以
下
の
「
日
よ
、
と
ど
ま
れ
」「
月
よ
、
と
ど
ま
れ
」

と
い
う
聖
書
の
言
葉
を
説
明
す
る
た
め
に
こ
の
意
味
を
用
い
て
い
た）

70
（

。
改
革

派
の
神
学
で
は
、
一
六
五
四
年
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ィ
ヒ
が
、
聖
書

霊
感
説
の
教
理
を
諸
々
の
新
し
い
自
然
科
学
的
認
識
と
調
和
さ
せ
る
た
め

に
、
こ
の
よ
う
に
拡
大
さ
れ
た
適
応
思
想
を
包
括
的
に
主
張
し
た）

71
（

。
ヴ
ィ
ッ

テ
ィ
ヒ
に
よ
る
と
聖
書
の
「
ス
コ
ー
プ
ス 

﹇
テ
キ
ス
ト
の
も
つ
本
来
的
意

図
﹈」
は
、
自
然
科
学
的
な
い
し
歴
史
学
的
諸
伝
達
で
は
な
く
人
間
の
救
済

に
向
か
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
聖
書
の
権
威
の
現
在
的
妥
当
性
は
特
殊
な

神
学
的
領
域
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
聖
書

の
言
明
は
す
べ
て
、
付
随
的
諸
問
題
に
お
い
て
も
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
の

排
除
と
い
う
点
で
も
誤
り
の
な
い
真
理
で
あ
る
と
い
う
正
統
派
の
確
信
と
一

致
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
神
学
者
メ
ル
キ
オ
ー
ル
・
ラ
イ

デ
ッ
カ
ー
は
、
一
六
七
七
年
、
適
応
の
思
想
の
こ
の
拡
大
に
反
駁
し
た
。
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ヴ
ィ
ッ
テ
ィ
ヒ
と
他
の
者
た
ち
の
諸
命
題
は）

72
（

、
神
が
誤
っ
た
こ
と
を
教
え
、

誤
っ
た
こ
と
を
信
ず
る
よ
う
に
要
求
し
、
そ
し
て
聖
書
の
証
言
そ
れ
自
体
が

誤
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る）

73
（

。
聖
書
の
信
頼
性
は
こ
の
よ
う

な
諸
仮
定
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
ラ
イ
デ
ッ
カ
ー
が
は
っ
き
り
と
予
見
し
た

と
お
り
、
特
に
同
じ
根
拠
に
基
づ
い
て
、
信
仰
箇
条
は
、
そ
れ
自
体
、
時
代

に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
具
合
に
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し

な
が
ら
適
応
理
論
の
勝
利
の
行
進
は
阻
止
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
聖
書

の
神
的
真
理
を
神
学
の
目
標
と
す
る
代
わ
り
に
、
前
提
と
し
て
扱
う
正
統
派

の
弱
点
を
露
わ
に
し
た
。
つ
ま
り
霊
感
説
の
意
味
で
の
前
提
と
し
て
の
聖
書

の
神
的
真
理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
要
求
へ
と
統
合
さ
れ
る
代
わ

り
に
、
あ
ら
ゆ
る
新
た
な
真
理
認
識
と
矛
盾
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

適
応
の
思
想
は
、
歴
史
的
制
約
の
洞
察
と
、
聖
書
の
著
者
の
諸
見
解
に
お

け
る
相
対
性
の
洞
察
に
、
し
た
が
っ
て
最
終
的
に
そ
れ
ら
の
言
明
に
お
け
る

諸
々
の
対
立
と
矛
盾
の
出
現
に
も
余
地
を
生
み
だ
す
こ
と
に
よ
り
、
霊
感
論

に
直
接
反
駁
せ
ず
に
、
そ
の
力
を
殺
ご
う
と
し
た
。
リ
シ
ャ
ー
ル
・
シ
モ
ン

の
旧
約
聖
書
の
歴
史
学
的
批
評
（
一
六
七
九）

74
（

）
以
来
、
本
文
批
評
と
資
料
批

判
の
展
開
は
同
じ
方
向
に
向
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
適
応
の
思
想
は
、
聖

書
の
権
威
に
関
す
る
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
理
の
解
体
に
か
な
り
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
新
し
い
物
理
学
的
、
地
理
学
的
、
歴
史
学
的

知
識
（
特
に
新
し
い
歴
史
学
的
年
代
決
定
）
が
浸
透
す
る
な
か
で
、
聖
書
の

諸
々
の
情
報
は
、
こ
の
適
応
の
思
想
を
通
し
て
時
代
の
新
た
な
世
界
像
の
な

か
に
組
み
込
ま
れ
て
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
、
ヨ
ー
ハ
ン
・
ザ
ー
ロ

モ･

ゼ
ム
ラ
ー
の
言
葉
に
よ
る
と
、
聖
書
の
二
重
の
正
典
は
、
拘
束
力
を
も

つ
神
の
教
理
の
全
体
で
は
な
く
、つ
ま
り
《totum

 hom
ogenum

》
で
な
く
、

《totum
 historicu

）
75
（m

》
を
形
成
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
正
典
史
に
関
す
る
ゼ

ム
ラ
ー
の
諸
々
の
研
究
（
一
七
七
一-

一
七
七
五
）
は
、
す
で
に
ス
ピ
ノ
ザ

に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
た
要
求
、
つ
ま
り
聖
書
の
解
釈
の
基
礎
と
し
て
の

《
聖
書
の
歴
史
》
に
対
す
る
要
求
に
答
え
て
い
た）

76
（

。
こ
う
し
て
聖
書
の
諸
文

書
は
全
体
と
し
て
、
現
在
に
対
し
歴
史
的
に
距
離
の
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ

た
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
う
ち
で
そ
も
そ
も
今
な
お
拘
束
性
と
真

理
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
問
い
が
生
じ
て
き

た）
77
（

。真
理
問
題
は
今
や
解
釈
学
の
課
題
と
結
び
つ
い
た
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト

教
の
教
理
の
研
究
と
記
述
に
お
い
て
も
、
神
の
啓
示
と
し
て
の
そ
の
真
理
に

つ
い
て
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
も
は
や
前
提
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の

よ
う
な
研
究
と
記
述
の
目
標
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
聖
書
の
権
威
の
客
観
的
拘
束
性
の
解
体
に

直
面
し
て
も
、
福
音
主
義
の
神
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
神
学
的
研
究
と
記
述
に
対

す
る
啓
示
の
真
理
の
所
与
性
に
固
執
し
た
。
啓
示
の
真
理
の
所
与
性
は
、
今

や
た
し
か
に
、
も
は
や
全
体
と
し
て
の
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
そ
の
個
々
の
総
体

と
し
て
の
聖
書
の
神
的
権
威
に
基
礎
づ
け
ら
れ
ず
、す
で
に
中
世
の
神
学
が
、

そ
し
て
後
に
特
に
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
主
義
者
と
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
者
が
そ
の
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信
頼
性
の
根
拠
と
し
て
も
ち
だ
し
た
諸
々
の
客
観
的
判
断
基
準
に
も
基
礎
づ

け
ら
れ
な
か
っ
た）

78
（

。
J
・
S
・
ゼ
ム
ラ
ー
が
、
彼
の
諸
々
の
歴
史
的
洞
察
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
書
の
内
容
つ
ま
り
神
の
言
葉
に
関
す
る
聖
書
の
神
的
権

威
に
固
執
し
た
と
き
、
た
と
え
そ
の
人
間
的
形
式
の
細
目
に
関
し
て
で
は
な

い
と
し
て
も
、
彼
は
、
こ
の
内
容
の
区
別
と
確
認
の
た
め
に
、
霊
の
証
言
に

関
す
る
古
い
教
理
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た）

79
（

。

今
や
こ
こ
に
、
そ
れ
に
よ
り
主
体
的
経
験
が
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
の
確
実
性

の
独
立
し
た
基
盤
と
な
る
こ
の
教
理
の
、
す
で
に
言
及
さ
れ
た
機
能
の
変
化

が
起
こ
っ
た
。
今
や
聖
書
の
神
的
権
威
は
、
聖
書
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の

個
人
的
信
仰
経
験
の
事
柄
と
な
っ
た
。

こ
の
経
過
は
、教
義
学
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
の
展
開
の
う
ち
に
も
み
ら
れ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
、十
七
世
紀
末
以
来
現
れ
た
《
二
つ
の
》
影
響
力
の
あ
る
《
変

革
》
を
通
し
て
起
こ
っ
た
。
両
者
と
も
、
特
に
ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
派
神
学
に

お
い
て
十
分
に
追
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ル
タ
ー
派
神
学
は
、
十
七
世
紀
末

以
来
、
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
カ
ル
ト
主
義
と
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
理
神

論
論
争
を
通
し
て
生
じ
た
急
激
な
発
展
に
後
れ
を
と
っ
た
。
そ
の
結
果
、
そ

れ
は
、
い
っ
そ
う
長
い
間
、
正
統
主
義
の
教
義
学
の
概
要
に
執
着
し
、
そ
し

て
そ
れ
ゆ
え
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
よ
り
も
い
っ
そ
う
ゆ
っ
く
り
と
、

そ
し
て
よ
り
継
続
的
に
諸
々
の
新
た
な
問
題
設
定
へ
と
移
行
し
て
行
っ
た
。

こ
の
変
化
の
《
第
一
》
の
本
質
は
、
神
学
概
念
に
神
学
の
主
体
と
し
て
の

神
学
者
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。す
で
に
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
ロ
ー
ヴ
ィ

ウ
ス
は
、
一
六
五
二
年
、
そ
の
著
《Isagoges ad SST

heologiam
 libri 

duo

》
の
第
二
巻
に
お
い
て
神
学
者
た
ち
に
要
求
さ
れ
る
諸
々
の
適
性
に
つ

い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
た）

80
（

。
ヨ
ー
ハ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ー
ア
ス
・
ク
ヴ
ェ
ン
シ
ュ

テ
ッ
ト
は
、
そ
の
著
《T

heologia didactico polem
ica sive System

a 

theologicum

》
の
第
一
章
の
命
題
三
七
に
お
い
て
神
学
の
主
体
と
し
て
の

神
学
者
の
取
り
扱
い
を
神
学
概
念
と
結
び
つ
け
た
。
こ
の
章
の
さ
ら
に
後
の

部
分
で
は
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
個
人
的
に
は
、
敬
虔
的
で
あ
る

と
は
言
え
ず
、
再
生
を
経
験
し
て
い
な
い
人
間
も
、
神
学
的
認
識
の
、
神
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
態
度
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
。
た
と

え
こ
の
言
葉
の
完
全
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
と
し
て
も
、
彼
ら
も
神
学

者
た
ち
な
の
で
あ
る）

81
（

。
ク
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
こ
う
述
べ
る
こ
と
が
で
き

た
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
な
お
神
学
を
完
全
に
そ
の
対
象
か
ら
理
解
し
て
い
た

か
ら
で
あ
り
、
ダ
ー
フ
ィ
ト
・
ホ
ラ
ー
ツ
（
一
七
〇
七
）
に
至
る
ま
で
そ
の

後
の
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
者
は
ク
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
理
解
に
従
っ
た
。

と
こ
ろ
が
ホ
ラ
ー
ツ
は
、
神
学
者
の
信
仰
は
神
学
的
認
識
と
教
理
の
条
件
で

あ
る
と
主
張
す
る
敬
虔
主
義
的
主
観
主
義
に
対
し
、
こ
の
見
解
を
弁
護
す
る

必
要
性
を
す
で
に
認
め
て
い
た
。
そ
し
て
十
年
後　
（
一
七
一
八
）、
ヨ
ー
ハ

ン
・
ゲ
オ
ル
ク
・
ノ
イ
マ
ン
を
通
し
て
、
再
生
を
経
験
し
て
い
な
い
神
学
者

は
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
り
、
論
争
は
激

化
し
た）

82
（

。
同
時
に
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ン
・
E
・
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
敬
虔
主
義
に
反

対
し
た
。
つ
ま
り
彼
も
、
神
学
概
念
に
主
体
を
導
入
す
る
こ
と
は
啓
示
の
真
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理
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
主
に
こ
の
導
入
に
反
対
し
た）

83
（

。
し
か

し
な
が
ら
、
一
七
二
四
年
、
す
で
に
フ
ラ
ン
ツ
・
ブ
ッ
デ
ウ
ス
は
、
敬
虔
主

義
の
見
解
を
正
統
主
義
の
教
義
学
と
結
び
つ
け
、
神
学
者
の
個
人
的
信
仰
を

神
学
概
念
の
規
範
的
条
件
と
し
て
説
明
し
た）

84
（

。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
ブ
ッ
デ
ウ

ス
は
、
神
学
に
、
聖
書
の
教
理
を
要
約
的
に
再
現
す
る
と
い
う
課
題
を
指
示

す
る
代
わ
り
に
、
神
学
を
神
学
者
の
敬
虔
の
表
現
お
よ
び
記
述
と
し
て
理
解

す
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
だ
し
な
か
っ
た
。
神
学
の
課
題
に
関
す
る
徹
底
的
に

新
し
い
見
解
が
現
れ
る
以
前
に
、
ま
ず
、
神
学
の
理
解
に
お
け
る
古
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
な
か
で
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
第
二
の
変
化
が
決
定

的
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て
そ
の
影
響
は
教
義
学
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
に
も

及
ん
で
い
る
。

こ
の
《
第
二
の
》
変
化
の
本
質
は
次
の
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
「
神
学
」
の

理
解
に
と
っ
て
、
聖
書
と
並
ん
で
宗
教
の
概
念
が
ま
す
ま
す
基
本
的
な
意
味

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
し
か
も
聖
書
と
神
の
言
葉
の
古
い
方
程
式

が
解
体
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
す
で
に
カ
ロ
ー
ヴ
ィ
ウ
ス
と
ク
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
が
宗
教
の
概
念

を
神
学
の
対
象
の
普
遍
的
記
述
と
し
て
導
入
し
た
後
で
、ヨ
ー
ハ
ン
・
ム
ゼ
ー

ウ
ス
（
一
六
七
九
）
以
来
、
そ
れ
は
《religio naturalis

》
と
《religio 

reverlata

》
と
い
う
亜
種
を
も
つ
上
位
概
念
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
自
然
的

神
認
識
と
啓
示
的
神
認
識
の
関
係
は
宗
教
概
念
に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
、
さ

ら
に
マ
シ
ュ
ー
・
テ
ィ
ン
ダ
ル
（
一
七
三
〇
）
の
見
解
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。

彼
に
よ
る
と
、
福
音
の
（
適
応
思
想
の
助
け
を
借
り
て
そ
の
超
自
然
的
内
容

か
ら
広
範
に
解
放
さ
れ
た
）
啓
示
は
、
自
然
宗
教
の
純
化
さ
れ
た
更
新
で
あ

る
。
十
八
世
紀
の
ル
タ
ー
派
神
学
は
そ
れ
ほ
ど
極
端
な
立
場
を
と
ら
な
か
っ

た
が
、
大
多
数
の
者
は
啓
示
に
よ
る
自
然
宗
教
の
必
然
的
補
足
の
思
想
に
固

執
し
た
。
ブ
ッ
デ
ウ
ス
は
自
然
宗
教
の
限
界
を
次
の
点
に
み
た
。
自
然
宗
教

は
た
し
か
に
神
の
存
在
と
そ
の
戒
め
を
知
り
、
人
間
が
そ
の
諸
々
の
罪
を
通

し
て
陥
る
神
と
の
対
決
を
も
知
っ
て
い
る
が
、
神
と
の
和
解
の
手
段
を
知
ら

な
い）

85
（

。
半
世
紀
後
、
ヨ
ー
ハ
ン
・
ザ
ー
ロ
モ
・
ゼ
ム
ラ
ー
は
テ
ィ
ン
ダ
ル
を

思
い
起
こ
し
つ
つ
、
こ
う
書
い
た
。
テ
ィ
ン
ダ
ル
が
「
初
め
か
ら
直
ち
に
、

こ
の
よ
う
に
《
完
全
な
自
然
宗
教
》
を
想
定
し
た
と
き
、《
啓
示
》
に
内
容

を
与
え
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
幸
せ
が
す
で
に
そ
れ
を
必
要
と
し
て

い
た
が
ゆ
え
に
、
重
要
な
《
付
加
》
を
提
供
で
き
る
も
の
は
、
何
も
残
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
う
し
て
多
く
の
こ
と
が
、
証
明
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
前

提
さ
れ
て
い
る
」。
す
な
わ
ち
ど
こ
に
お
い
て
も
、「
初
め
は
完
全
性
か
ら
区

別
さ
れ
て
い
る）

86
（

」。

し
か
し
す
で
に
ブ
ッ
デ
ウ
ス
の
場
合
、
宗
教
概
念
は
神
学
概
念
と
結
び
あ

わ
さ
れ
、
教
義
学
の
ま
っ
た
く
最
初
の
部
分
に
置
か
れ
、
し
か
も
神
学
概
念

の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）

87
（

。
こ
う
し
て
こ
こ
で
は
す
で
に
、
神
学
者

は
単
純
に
神
認
識
の
主
体
と
し
て
で
は
な
く
、
宗
教
の
教
師
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
（§48

）。
な
ぜ
な
ら
神
学
者
た
ち
と
そ
の
他
の
信
仰
者
た
ち
と
の

区
別
の
本
質
は
こ
の
機
能
に
だ
け
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
宗
教
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と
神
学
に
関
す
る
ゼ
ム
ラ
ー
の
思
想
の
そ
の
後
の
展
開
の
方
向
性
が
決
定
さ

れ
た
。
す
な
わ
ち
ゼ
ム
ラ
ー
の
場
合
、神
学 

│ 

公
的
制
度
的
形
態
を
と
っ

た
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
」
神
学 

│ 

は
、
教
会
の
「
正
式
の
教
師
に
な
る

た
め
の
準
備
」
で
あ
り）

88
（

、
し
か
も
一
定
の
教
派
教
会
に
奉
仕
す
る
た
め
の
準

備
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
公
的
神
学
の
課
題
は
単
純
に
神
認
識
で
は
な

く）
89
（

、
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
神
学
が
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
会
の
信

仰
箇
条
な
い
し
基
本
箇
条
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
諸
々
の
基
本
箇
条
と
同

一
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
一
定
の
教
派
教
会
の
た
め
の
特

殊
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る）

90
（

。
神
学
の
教
派
的
相
違
の
た
め
に
ゼ
ム

ラ
ー
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
マ
テ
ー
ウ
ス
・
プ
フ
ァ
フ
（
一
七
一
九
）
に
よ
っ

て
展
開
さ
れ
た
思
想
、つ
ま
り
ひ
と
つ
の
、そ
し
て
同
じ
宗
教
に
基
づ
く
「
教

授
法
の
」
多
様
性
の
思
想
を
適
用
し
た）

91
（

。
教
会
の
諸
々
の
基
本
箇
条
と
「
教

理
概
念
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
共
通
の
諸
々
の
基
本
箇
条
、
こ
の
信
仰

そ
れ
自
体
、そ
し
て
聖
書
の
諸
教
理
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
お
り
、ゼ
ム
ラ
ー

に
よ
る
と
、「
神
学
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
普
遍
性
と
対
照
的
に
、「
教

師
と
学
者
に
の
み
属
す
る
」
と
し
て
も
驚
く
に
当
た
ら
な
い）

92
（

。
し
か
し
な
が

ら
、
異
な
る
教
会
の
諸
々
の
教
理
概
念
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
が
、
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
そ
れ
自
体
の
内
容
を
定
式
化
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
を

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
教
授
法
」
の
多
様
性
に
対
す
る

単
な
る
省
察
だ
け
で
は
、そ
れ
ら
の
間
に
あ
る
争
い
は
ま
だ
解
決
さ
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
対
立
す
る
諸
々
の
教
授
法
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
そ
れ
自
体
の
内
容
と
そ
の
真
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、

神
学
と
宗
教
の
関
係
に
関
す
る
ゼ
ム
ラ
ー
の
規
定
は
、
次
の
よ
う
な
修
正
を

伴
っ
て
の
み
効
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
神
学
は
、
た
し
か

に
一
定
の
教
会
の
教
理
概
念
を
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う

な
要
求
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
そ
れ
自
体
の
内
容
を
記
述
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
・
ブ
レ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー

は
、
そ
の
著
『
教
義
学
の
手
引
き
』（
一
八
一
四
） 

│ 

こ
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ

ナ
も
宗
教
概
念
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
関
連
で
神
学
概
念
に
言
及
し
て
い

る 

│ 

の
な
か
で
、
教
派
的
教
会
の
公
的
「
宗
教
論
」
を
記
述
す
る
と
い

う
課
題
を
教
義
学
に
割
り
当
て
た
。
す
な
わ
ち
教
義
学
の
源
泉
は
し
た
が
っ

て
聖
書
の
諸
文
書
で
は
な
く
、
当
該
教
会
の
諸
々
の
信
仰
告
白
文
書
で
あ

る）
93
（

。
ブ
レ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
が
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
聖
書
は

「
教
会
の
教
義
学
の
源
泉
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
批
判
の
原
理
で
あ
る）

94
（

」。

す
な
わ
ち
教
会
の
教
理
の
記
述
に
は
、
批
判
的
部
分
が
続
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
、
教
会
の
教
理
を
聖
書
に
対
す
る
諸
々
の
信
仰
告
白
文
書
そ

れ
自
体
の
要
求
に
し
た
が
っ
て
吟
味
し
、
し
か
し
ま
た
さ
ら
に
そ
の
内
的
首

尾
一
貫
性
と
、
理
性
の
諸
々
の
真
理
と
の
そ
の
関
係
を
調
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え

ブ
レ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
、
教
義
学
的
、
歴
史
学
的
、
そ
し
て
哲
学
的
批
判

を
通
し
て
教
会
の
教
理
体
系
を
三
重
の
視
点
か
ら
吟
味
す
る
こ
と
を
要
求
す

る）
95
（

。
し
た
が
っ
て
ゼ
ム
ラ
ー
と
異
な
り
、
ブ
レ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
に
よ
る
と

教
義
学
は
、「
教
会
の
教
義
学
的
体
系
が
根
拠
と
真
理
を
有
す
る）

96
（

」
の
か
ど
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う
か
を
徹
底
的
に
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
教
会
の
教
理
の

特
殊
性
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
普
遍
性
の
間
の
ゼ
ム
ラ
ー
の
峻
別
が
再
び
持

ち
だ
さ
れ
る
が
、
教
会
の
教
理
の
真
理
性
に
関
す
る
判
断
の
た
め
の
基
準
は

一
義
的
に
は
決
定
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
理
性
に
よ
る
聖
書
そ
れ
自
体
の
権

威
の
吟
味
は
た
し
か
に
容
認
さ
れ
て
い
る
が
、
原
則
と
し
て
聖
書
の
信
憑
性

と
そ
の
著
者
た
ち
に
つ
い
て
の
普
遍
的
問
い
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
は
、

す
で
に
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
主
義
者
た
ち
と
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
者
た
ち
に
よ
っ

て
論
じ
ら
れ
、
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
学
に
よ
っ
て
、
聖
書
の
神
的
権

威
の
確
信
の
た
め
で
は
な
く
《
人
間
の
信
仰
（fides hum

ana

）》
の
た
め
に

の
み
十
分
な
も
の
と
判
断
さ
れ
た）

97
（

。

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、
宗
教
概
念
に
基
づ
く
方
向
づ
け
を
主
観
的
経
験

の
判
断
基
準
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
点
で
画
期
的
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
彼
の
信
仰
論
は
教
義
学
の
方
法
論
的
基
盤
を
宗
教
の
概
念
あ
る
い

は
（
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
表
現
に
よ
る
と
）
敬
虔
に
置
い
た
。
そ
の
際
キ

リ
ス
ト
教
は
、
普
遍
的
宗
教
問
題
の
特
別
な
表
出
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
さ

ら
に
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
「
あ
る
特
定
の
時
代
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会

社
会
に
お
い
て
通
用
し
た
教
理）

98
（

」の
な
か
に
教
義
学
の
対
象
を
認
め
て
お
り
、

こ
の
点
で
彼
は
、
ゼ
ム
ラ
ー
に
遡
る
観
察
方
法
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
彼
は
ゼ
ム
ラ
ー
の
よ
う
に
公
的
神
学
と
私
的
神
学
を
区
別

せ
ず
、
ま
た
も
ち
ろ
ん
、
ブ
レ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
な
ど
の
よ
う
に
、
教
会
の

教
理
概
念
の
記
述
の
後
に
、
批
判
的
省
察
、
つ
ま
り
聖
書
と
、
理
性
の
諸
々

の
尺
度
に
基
づ
く
吟
味
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
こ
と
も

し
な
か
っ
た）

99
（

。
む
し
ろ
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
命
題
そ
れ
自
体
を
語
り

（R
ede

）
の
形
式
に
お
け
る
「
キ
リ
ス
ト
教
の
敬
虔
な
心
情
状
態
」
の
表
現

と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り）

100
（

、
公
的
神
学
と
私
的
神
学
を
結
合
し
た
。
そ
の

結
果
、
教
義
学
も
神
学
者
の
宗
教
的
主
観
性
の
表
現
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。

な
ぜ
な
ら
教
義
学
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
命
題
の
根
源

に
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
敬
虔
な
心
情
状
態
」
の
表
現
と
し
て
の

信
仰
命
題
お
よ
び
教
義
学
と
い
う
解
釈
に
よ
り
、
次
の
こ
と
が
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
信
仰
的
態
度
と
神
学
的
認
識

を
区
別
す
る
正
統
主
義
の
立
場
を
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
《
非
再
生
者
の
神

学
（theologia irregenitorum

）》
の
可
能
性 

│ 

こ
れ
は
、
た
し
か
に
不

信
仰
者
に
対
す
る
偏
愛
で
は
な
く
、
敬
虔
な
主
体
性
に
対
す
る
教
義
学
の
対

象
の
優
位
性
を
表
し
て
い
る 

│ 

と
共
に
、
断
固
と
し
て
拒
否
し
た
が
、

し
か
し
他
方
で
教
義
学
の
記
述
か
ら
正
統
主
義
と
異
端
の
結
合
を
要
求
し

た）
101
（

。
こ
の
結
合
は
教
会
の
信
仰
的
意
識
の
個
々
の
変
化
に
活
動
の
余
地
を
与

え
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
教
会
の
教
理
概
念
が
ま
だ
完
結
せ
ず
、
生
き

生
き
と
し
た
発
展
の
経
過
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
視
点
も
考
慮
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
公
的
神
学
と
私
的
神
学
と
い
う
ゼ
ム
ラ
ー
の
二
元
論
は
今

や
現
実
に
破
棄
さ
れ
た
。
他
方
で
、
ブ
レ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
場
合
に
、
そ

の
論
理
的
、
聖
書
的
、
そ
し
て
哲
学
的
吟
味
に
対
す
る
要
求
の
な
か
で
言
及

さ
れ
て
い
る
教
会
の
教
理
の
真
理
性
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
信
仰
の
意
識
に
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お
け
る
教
義
学
的
記
述
と
い
う
前
提
へ
と
再
び
押
し
戻
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち

実
際
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、
教
会
の
教
理
の
極
め
て
徹
底
し
た
変
更
を

提
案
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
方
法
的
基
盤
を
そ
の
真
理
要
求

の
吟
味
の
う
ち
に
求
め
ず
、
た
だ
信
仰
内
容
の
逸
脱
し
う
る
「
固
有
な
」
定

式
化
の
権
利
を
引
き
合
い
に
出
し
た  

│ 

こ
の
定
式
化
が
、「
諸
々
の
信

仰
告
白
文
書
の
文
字
よ
り
も
よ
り
い
っ
そ
う
よ
く
福
音
主
義
教
会
の
精
神

に
」
一
致
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
そ
の
定

式
化
も
、
や
が
て
「
時
代
遅
れ
な
も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い

て）
102
（

。
そ
の
た
め
の
判
断
基
準
は
、
例
え
ば
や
は
り
聖
書
の
文
字
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
聖
書
に
適
応
し
た
教
義
学
の
場
合
で
さ
え
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー

に
よ
る
と
、「
た
と
え
ば
共
通
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
も
の
と
み
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、
聖
書
の
な
か
で
局
部
的
で
一
時
的
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
あ
る

い
は
逸
脱
し
た
解
釈
の
た
め
に
ま
っ
た
く
犠
牲
に
」
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る）

103
（

。
し
た
が
っ
て
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
と
っ
て
教
義
学
的
記
述

の
判
断
基
準
は
信
仰
意
識
だ
け
で
あ
り
、
教
会
の
教
理
は
そ
の
表
現
と
し
て

解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
前
提
の
も
と
で
は
、
真
理
問
題
は
い
つ
も

す
で
に
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
古
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
教
義
学
の
霊
感
論
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
と
類
似
し
た
仕
方

で
決
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
場
合
、
聖
書
原
理
の

代
わ
り
に
、
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
信
仰
共
同
体
の
信
仰
意
識
と
結
び
つ
け
ら

れ
た
主
観
的
な
信
仰
意
識
が
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
信
仰
共
同
体
の

信
仰
意
識
を
個
々
に
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

教
義
学
の
基
盤
と
し
て
の
主
観
的
信
仰
と
い
う
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
新

し
い
規
定
は
、
敬
虔
主
義
の
信
仰
主
観
主
義
、
教
会
共
同
体
お
よ
び
そ
の
教

理
的
伝
統
と
の
関
係
、
そ
し
て
伝
統
の
批
判
的
習
得
の
原
理
と
し
て
の
個
性

と
い
う
視
点
を
ひ
と
つ
に
結
び
つ
け
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
同
時
に
彼
は
、

神
学
に
、
聖
書
の
証
言
の
真
理
性
お
よ
び
教
会
の
伝
統
的
教
理
に
つ
い
て
の

批
判
的
問
い
か
ら
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
確
実
性
の
基
盤
を
開
示
し
た
よ
う
に

み
え
た
。
こ
こ
か
ら
、
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
に
、
信
仰
意
識
の
表
現
お
よ

び
記
述
と
し
て
の
教
義
学
と
い
う
彼
の
理
解 

│ 

そ
れ
は
、
古
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
、
聖
書
原
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
神
学
理
解
と
た
し
か
に

決
別
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 

│ 

が
広
く
影
響
を
与
え
た
事
実
が
よ
く
説

明
さ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
仲
介
し
よ
う
と
す
る
試
み
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
ユ
ー
リ
ウ
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
覚
醒
神

学
と
、
後
に
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
と
ハ
レ
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
マ
ル

テ
ィ
ー
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
の
聖
書
神
学
は
、
信
仰
の
原
理
と
聖
書
の
権
威
を
再

び
相
互
に
緊
密
に
関
連
づ
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
は
依
然

と
し
て
主
観
的
信
仰
経
験
が
基
盤
と
な
っ
て
い
た）

104
（

。
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
学
派
の

ル
タ
ー
派
の
神
学
も
、
信
仰
経
験
、
教
会
の
教
理
、
そ
し
て
聖
書
と
救
済
史

に
基
づ
く
そ
の
根
拠
を
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
よ
り
も
い
っ
そ
う
緊
密
に
相
互

に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
際
そ
の
基
盤
と
し
て
信
仰
経
験
を
前
提

と
し
て
い
た）

105
（

。
し
か
も
イ
ー
ザ
ー
ク
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ド
ル
ナ
ー
に
よ
る
と
、
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「
キ
リ
ス
ト
教
の
《
経
験
》
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
の
《
信
仰
》」
は
倫
理
学
と

教
義
学
の
「
認
識
源
泉
」
で
さ
え
あ
り）

106
（

、
彼
は
、
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
教
義

学
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
を
信
仰
の
教
理
（P

isteologie

）
に
作
り
変
え
た
。
そ

の
際
ド
ル
ナ
ー
は
、
信
仰
へ
と
通
じ
る
歴
史
的
媒
介
を
信
仰
の
概
念
そ
れ
自

体
の
な
か
で
有
効
に
活
か
そ
う
と
試
み
、
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
回

心
の
経
験
の
な
か
に
本
来
の
宗
教
的
確
実
性
の
基
盤
を
み
い
だ
し
た
。
そ
の

場
合
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
の
学
問
的
確
実
性
」
は
ま
た
も
や
こ
の
基
盤

と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

107
（

。

神
学
を
、
そ
し
て
特
に
教
義
学
を
、
あ
ら
か
じ
め
有
す
る
信
仰
の
確
実
性

あ
る
い
は
信
仰
の
経
験
に
基
礎
づ
け
る
作
業
は
、
覚
醒
の
敬
虔
の
影
響
を
受

け
な
か
っ
た
十
九
世
紀
の
神
学
者
た
ち
、
特
に
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
リ
ッ
チ
ュ

ル
に
も
み
ら
れ
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
そ
の
著
『
義
認
と
和
解
』
の
第
三
版
の

序
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
命
題
を
展
開
し
た
。
つ
ま
り
ひ
と
は
、「
イ
エ

ス
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
団
の
信
仰
に
基
づ
い
て
の
み
」
彼
の
歴
史
的
活
動

の
「
完
全
な
範
囲
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
キ
リ

ス
ト
教
の
教
理
の
各
構
成
要
素
は
「
キ
リ
ス
ト
の
救
済
さ
れ
た
教
団
の
視
点

か
ら
」
捉
え
ら
れ
、
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
リ
ッ
チ
ュ
ル

は
、《
再
生
者
の
神
学
（thologia regenitorum

）》
を
求
め
る
ス
ペ
ン
サ
ー

の
関
心
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
公
言
し
て
い
た）

108
（

。
こ
の
線
に
沿
っ
て
、

一
八
九
二
年
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
い
、

つ
ま
り
信
仰
の
《
根
拠
》
と
し
て
の
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
問
い
を

徹
底
的
に
貫
徹
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
は
い
つ

も
す
で
に
、
信
仰
が
論
証
の
前
提
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る）
109
（

。
こ
の
状
況
は
、
ヘ
ル
マ
ン
の
学
生
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
と
ル
ド

ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
た
弁
証
法
神
学
に
至
る
変
革

の
後
も
、
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
一
九
二
九
年
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教

の
教
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
《
わ
た
し
の
隠
れ
た
現
存
在
理
解
を
明
ら
か
に

す
る
》
と
述
べ
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
ま
っ
た
く
対
応
す
る
仕
方
で
彼
は
、

一
九
五
三
年
に
そ
の
著
『
新
約
聖
書
神
学
』
の
な
か
で
、
神
学
は
「
信
仰
の

う
ち
に
含
ま
れ
る
認
識
の
展
開
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た）

110
（

。

一
九
二
七
年
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
、
神
学
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
自
明
で

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
彼
は
、
教
義
学
を
信
仰
に
基
礎
づ
け
る
と
い

う
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
以
来
の
慣
行
に
、
教
義
学
を
神
の
言
葉
の
自
己
明
証

性
に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
要
求
を
対
置
し
た）

111
（

。
し
た
が
っ
て
彼
は
、「
人
間

の
自
己
確
信
を
神
の
確
実
性
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ

て
、《
そ
の
反
対
で
は
な
い
》」。
彼
は
た
し
か
に
他
方
で
、「
神
の
言
葉
の
現

実
を
考
慮
に
入
れ
る
と
い
う
冒
険
」
に
つ
い
て
語
り
、
こ
の
よ
う
な
冒
険
で

は
、
論
理
的
に
、「
規
則
的
な
《
敢
行
の
行
為
・
問
い
の
請
願
（petitio 

principii

）》
と
い
う
形
式
」
が
問
題
に
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
た）

112
（

。
し
か
し

な
が
ら
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
、
人
間
の
敢
行
が
、「
神
の
言
葉
の
現
実

を
考
慮
す
る
た
め
の
」
ま
さ
に
出
発
点
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
ゆ
え
バ
ル
ト
自
身
も
再
び
教
義
学
を
、
た
と
え
「
経
験
」
と
し
て
の
信
仰
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で
は
な
い
と
し
て
も
、《
事
実
》
信
仰
に
、
し
た
が
っ
て
「
敢
行
」
と
し
て

の
信
仰
に
基
礎
づ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
三
二
年
、
教
会
教
義

学
の
な
か
で
、
教
義
学
は
「
キ
リ
ス
ト
教
《
信
仰
》」
を
前
提
と
し
て
お
り
、

そ
れ
自
体
が
「
信
仰
の
行
為
」
で
あ
る
と
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
る）

113
（

。
こ

う
し
て
バ
ル
ト
は
こ
の
問
い
に
お
い
て
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
か
ら
始
ま
っ

た
方
法
、
つ
ま
り
神
学
を
信
仰
に
基
礎
づ
け
る
や
り
方 

│ 

一
九
二
七
年
、

バ
ル
ト
は
こ
れ
を
批
判
し
た 
│ 
へ
と
再
び
方
向
転
換
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

教
義
学
を
「
信
仰
の
行
為
」
と
し
て
捉
え
る
見
解
は
、
一
九
三
二
年
、
教
義

学
を
遂
行
す
る
の
は
（
分
離
さ
れ
た
個
人
で
は
な
く
）
教
会
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
教
義
学
が
敢
行
の
行
為

つ
ま
り
問
い
の
請
願
《petitio principii

》 

か
ら
始
ま
る
と
い
う
、
一
九
二
七

年
の
定
式
の
う
ち
に
あ
っ
た
問
題
は
、
明
ら
か
に
回
避
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
こ
の
問
題
は
、
バ
ル
ト
に
よ
る
と
や
は
り
教
義
学
の
初
め
に
取
り

上
げ
ら
れ
る
、
信
仰
の
行
為
の
基
礎
づ
け
と
信
仰
の
前
提
に
関
す
る
不
可
避

的
問
い
の
な
か
に
相
変
わ
ら
ず
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
バ
ル
ト
は
、
神
と
神
の
言
葉
の
現
実
は
一
方
で
信
仰
に
先
行
し
、
他
方

で
教
義
学
に
と
っ
て
最
初
か
ら
確
実
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
仮
定
に
固
執
し

よ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
後
者
は
信
仰
の
行
為
の
概
念
を
通
し
て
の
み

導
入
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
不
可
避
的
に
次
の
よ
う
な
結
果
を
招
い
た
。
つ

ま
り
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
、
信
仰
の
行
為
に
対
す
る
神
と
神
の
言

葉
の
優
位
性
は
、
今
や
明
ら
か
に
主
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
く

な
っ
た
。
も
し
も
バ
ル
ト
と
共
に
、
信
仰
の
行
為
と
信
仰
経
験
に
対
す
る
神

の
優
位
性
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
教
義
学
に
お
い
て
は
、
神
の
現

実
は
初
め
か
ら
前
提
と
し
て
確
実
で
あ
る
と
い
う
仮
定
は
不
必
要
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

一
九
二
七
年
、
バ
ル
ト
は
、
教
義
学
を
神
の
言
葉
の
代
わ
り
に
信
仰
に
基

礎
づ
け
る
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
方
法
に
お
け
る
神
学
的
問
題
を
的
確
に
捉

え
、
鋭
く
こ
う
特
徴
づ
け
た
。「
教
義
学
の
意
味
と
可
能
性
、
そ
し
て
そ
の

対
象
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
で
は
な
く
神
の
言
葉
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
の
言

葉
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
包
含
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
、
神
の
言
葉
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
包

含
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
の
こ
と
は
別
の
事
柄
で
あ
る 

│ 

た
と
え

ど
れ
ほ
ど
強
く
、
絶
え
ず
信
仰
の
い
わ
ゆ
る
客
観
的
内
容
に
つ
い
て
語
ら
れ

る
と
し
て
も
。
こ
の
関
係
を
反
対
に
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
歪
曲
に

歪
曲
を
重
ね
る
結
果
と
な
り
、
し
か
も
そ
れ
は
必
然
的
な
も
の
と
な
る）
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（

」。

バ
ル
ト
の
言
葉
は
、
神
学
の
可
能
性
を
信
仰
的
主
体
と
結
び
つ
け
た
敬
虔
主

義
に
対
す
る
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
・
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
批
判
を
反
映
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
歴
史
は
全
体
と
し
て
こ
の
批

判
を
確
認
し
て
い
る 

│ 

バ
ル
ト
は
（
彼
以
前
に
は
、
す
で
に
エ
ー
リ
ヒ
・

シ
ェ
ダ
ー
は
）、
誤
っ
た
、
つ
ま
り
神
に
つ
い
て
の
真
剣
な
語
り
（R

eden

）

の
諸
々
の
含
意
と
矛
盾
す
る
が
ゆ
え
に
誤
っ
た
人
間
中
心
主
義
の
概
念
に
対

し
、
こ
の
批
判
を
向
け
て
い
る
。
こ
の
診
断
の
正
し
さ
の
ゆ
え
に
、
も
ち
ろ
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ん
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
。
聖
書
の
霊
感
に
関
す
る
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
見
解
が
再
び

回
復
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
バ
ル
ト
も
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
彼

は
、神
の
言
葉
の
優
位
性
に
関
す
る
見
解
の
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
形
式
を
、

宣
教
、
聖
書
、
そ
し
て
啓
示
に
お
け
る
言
葉
の
三
つ
の
形
態
に
関
す
る
彼
の

教
説
に
置
き
換
え
た
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
新
し
い
ア
プ

ロ
ー
チ
の
出
発
点
は
、
敢
行
、
勇
気
、
そ
し
て
《
敢
行
の
行
為
・
問
い
の
請

願
（petitio principii

）》
に
つ
い
て
の
諸
々
の
省
察
を
含
み
、
バ
ル
ト
が
逃

れ
よ
う
と
し
て
い
た
信
仰
の
主
観
主
義
と
な
お
深
く
結
び
つ
い
た
ま
ま
で

あ
っ
た
。教
義
学
の
主
体
と
し
て
の
教
会
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、

一
九
三
二
年
、
こ
の
問
題
は
ま
さ
に
解
明
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
隠

蔽
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
教
会
の
概
念
は
そ
れ
自
体
、
そ
こ
で
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
が
、
他
人
同
士
の
な
か
に
あ
る
ひ
と
つ
宗
教
共
同
体
の
そ

れ
自
体
拘
束
力
の
な
い
現
象
で
な
い
か
ぎ
り
、
ま
ず
教
義
学
の
過
程
に
お
い

て
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
義
学
の
新
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
主
義
的
基
礎
づ
け
、
つ
ま
り
信
仰
の
主
観
主
義
か
ら
逃
れ
、
神
学
の
た

め
に
神
の
言
葉
の
優
位
性
を
新
た
な
形
で
更
新
し
よ
う
と
す
る
者
は
、ま
ず
、

十
八
世
紀
の
方
向
転
換
以
来
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
と
共
に
入
っ
て
き
た
教

義
学
の
基
礎
づ
け
に
お
け
る
あ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
へ
と
至
る
諸
々
の

理
由
に
つ
い
て
釈
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
バ
ル
ト
は
彼
の
や
り
方
で
こ

れ
を
行
っ
た
。
つ
ま
り
バ
ル
ト
は
、
彼
の
神
学
史
の
な
か
で
近
代
神
学
の
人

間
中
心
的
方
向
転
換
を
、
十
八
世
紀
の
文
化
史
お
よ
び
社
会
史
に
お
い
て

ま
っ
た
く
普
遍
的
に
認
識
さ
れ
う
る
人
間
中
心
主
義
と
の
関
連
で
捉
え
た
。

バ
ル
ト
に
よ
っ
て
こ
の
経
過
に
与
え
ら
れ
た
価
値
評
価
と
、
そ
こ
に
は
神
に

対
す
る
人
間
の
反
抗
と
い
う
動
機
が
み
ら
れ
る
と
す
る
記
述
に
は
、
議
論
の

余
地
が
あ
る
。
こ
の
事
態
そ
れ
自
体
に
は
議
論
の
余
地
が
な
い 

│ 

た
と

え
そ
れ
が
、
宗
教
改
革
以
後
の
時
代
に
お
け
る
諸
々
の
教
派
的
対
立
の
絶
望

的
状
況
と
、
特
に
十
七
世
紀
の
宗
教
戦
争
の
終
り
に
み
ら
れ
た
教
派
的
行
き

詰
ま
り
か
ら
生
じ
た
諸
々
の
強
制
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
も
。
し
か
し
な
が
ら
神
学
お
よ
び
教
義
学
の
基
礎
づ
け
に
お
け
る
パ

ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
は
、
一
般
的
文
化
的
諸
変
化
の
機
能
と
し
て
だ
け
、
そ

し
て
ま
ず
そ
の
よ
う
も
の
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
宗
教
を
ひ
と
つ
の
随
伴
現
象
お
よ
び
他
の
プ
ロ
セ
ス

の
ひ
と
つ
の
単
な
る
反
響
と
み
な
す
宗
教
批
判
的
な
見
解
を
前
提
と
し
て
い

る
。
神
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
の
根
拠
は
、
神
学
的
議
論
そ
れ
自
体
の

展
開
の
う
ち
に
、
よ
り
正
確
に
は
、
霊
感
説
の
な
か
で
定
式
化
さ
れ
た
古
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
聖
書
原
理
の
信
憑
性
の
解
体
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
の
際
よ

く
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
そ
の
内
容
の
規
範
と
し
て
の
聖
書
に
基
礎

づ
け
る
こ
と
が
、
支
持
さ
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
逐
語
霊
感
説
の

観
念
に
よ
っ
て
、
聖
書
全
体
の
神
的
真
理
を
《
前
提
》
と
し
て
措
定
す
る
試

み
が
不
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
こ
の
観
念
に
つ
い
て

神
学
的
（
お
よ
び
教
義
学
的
）　

議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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こ
の
前
提
は
、
新
し
い
自
然
科
学
的
・
歴
史
学
的
・
地
理
学
的
な
諸
々
の
認

識
に
直
面
し
て
、
結
局
、
保
持
で
き
な
く
な
り
、
聖
書
の
個
々
の
言
葉
は
い

ず
れ
も
神
に
由
来
す
る
と
い
う
仮
定
を
弁
護
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
適
応

の
思
想
は
、
そ
の
い
っ
そ
う
の
空
洞
化
へ
と
行
き
着
い
た
。

今
や
原
理
的
に
は
、聖
書
を
起
源
的
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
文
書
と
し
て
、

ま
た
聖
書
を 

│ 
そ
の
内
容
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
相
対
性
に
も
か
か
わ
ら

ず 

│ 

こ
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
同
一
性
の
永
続
的
尺
度
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
ゼ
ム
ラ
ー
以
来
ま
す
ま
す
貫
徹
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
聖
書
と
神
の
言
葉
の
区
別
は
、
事
実
、
こ
の
方
向
に
向
か
っ

て
進
ん
だ
。
問
題
は
、
神
の
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
し
て
歴
史
学
的
に
理
解
さ

れ
う
る
聖
書
か
ら
引
き
だ
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う

な
判
断
基
準
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
す
で

に
ゼ
ム
ラ
ー
に
お
い
て
、
ま
た
特
に
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
お
い
て
、
聖
霊

の
《
内
的
証
明
（testim

onium
 internum

）》
と
い
う
主
観
主
義
的
見
解
お

び
信
仰
経
験
の
引
証
が
そ
の
答
え
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
思
想
の
新
た
な
布

置
か
ら
生
ず
る
魅
力
は
、
こ
の
思
想
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
キ
リ
ス
ト

教
の
教
理
の
あ
ら
ゆ
る
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
再
び
保
証
し
、
約
束
し
て
く
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
そ
の
保
証
は
正

統
主
義
の
霊
感
説
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
が
、
今
や
そ
れ
は
経
験
と
い
う
主
体

性
に
係
留
さ
れ
た
。

そ
の
際
、
古
い
霊
感
説
の
客
観
主
義
と
権
威
主
義
に
対
し
経
験
を
主
張
す

る
立
場
は
、
そ
れ
自
体
誤
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
事
実
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
の
経
験
に
実
証
さ
れ
る
も
の
だ
け
を
真
実
と
み
な
し
、
自
ら
の
も
の

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
す
で
に
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
敬
虔
主
義

と
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
リ
ズ
ム
の
影
響
で
経
験
の
原
理
を
ひ
と
つ
の
特
定
の
経

験
、
つ
ま
り
回
心
の
経
験
に
限
定
す
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
特
に
、
重

大
な
結
果
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

教
理
の
諸
々
の
テ
ー
マ
を
個
々
に
論
ず
る
以
前
に
、
あ
る
先
行
す
る
保
証
機

関
を
通
し
て
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
を
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と

し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
霊
感
説
の
助
け
を
借
り
て
行
わ
れ
た

よ
う
に
、
再
び
こ
の
経
験
を
引
き
合
い
に
出
す
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
た
。

古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
聖
書
論
は
す
で
に
こ
の
試
み
に
失
敗
し
、
キ
リ
ス
ト

教
の
教
理
を
、
信
仰
者
の
た
め
に
そ
の
真
理
を
あ
ら
か
じ
め
保
証
す
る
信
仰

の
行
為
と
い
う
主
体
性
に
基
礎
づ
け
る
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
試
み
も
、
こ

こ
で
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
、
こ
の
よ

う
な
や
り
方
は
神
の
真
理
の
主
権
と
一
致
し
え
な
い
と
い
う
神
学
的
プ
ロ
テ

ス
ト
に
躓
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
例
は
、
こ
の
点
に
お

け
る
神
学
の
悲
劇
的
な
混
乱
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

の
真
理
を
、
そ
の
内
容
を
考
察
す
る
以
前
に
あ
ら
か
じ
め
何
と
し
て
も
保
証

し
て
お
こ
う
と
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
教
会
の
教
理
に
関
す
る
職
務
の
担

い
手
の
誤
る
こ
と
な
き
権
威
に
背
を
向
け
た
後
で
、
そ
し
て
古
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
霊
感
説
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
後
で
、
残
さ
れ
た
道
は
、
そ
れ
が
経

133



四
五

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
『
組
織
神
学
』（
I
│
1
）

̶ ̶

験
で
あ
れ
、「
敢
行
」
で
あ
れ
、
信
仰
の
行
為
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
だ

け
で
あ
っ
た
。
福
音
主
義
神
学
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
意
識
を
自
己

保
証
し
よ
う
と
す
る
こ
の
試
み
は
支
持
で
き
な
い
と
の
洞
察
が
、
か
つ
て
の

霊
感
説
の
場
合
と
同
様
に
、
今
日
も
外
側
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
つ

ま
り
こ
の
よ
う
な
論
証
は
経
験
の
判
断
基
準
そ
れ
自
体
と
一
致
し
な
い
と
い

う
事
実
を
通
し
て
、
強
制
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
経
験
は
決
し
て
絶
対
的
、

無
制
約
的
確
実
性
を
媒
介
せ
ず
、
せ
い
ぜ
い
、
経
験
の
継
続
す
る
プ
ロ
セ
ス

の
な
か
で
説
明
と
確
認
を
必
要
と
す
る
確
実
性
を
媒
介
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
主
観
的
確
実
性
に
お
い
て
す
で
に
真
理
と
そ
の
無
制

約
性
の
臨
在
が
経
験
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
経
験
の
継
続
的
な
プ
ロ
セ
ス
に

お
け
る
そ
の
確
認
と
証
明
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
。

あ
ら
ゆ
る
主
観
的
確
実
性
の
こ
の
よ
う
な
制
約
は
、
人
間
の
経
験
の
有
限
性

に
属
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
よ
り
広
範
な
吟
味
と
証
明
か
ら
独
立
し
た
無
制

約
的
確
実
性
の
主
張
は
、
そ
の
な
か
で
信
ず
る
わ
た
し
が
自
分
自
身
を
絶
対

的
真
理
の
場
と
し
て
措
定
す
る
主
体
的
参
与
の
暴
力
的
行
為
と
し
て
の
み
可

能
に
な
る
。
こ
の
現
象
が
、
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
間
に
の
み
現
れ
る
わ
け
で

は
な
い
非
合
理
的
な
熱
狂
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
同
一
視
さ
れ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
不
当
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
諸
現
象
は
も
は
や
合
理
的

な
も
の
で
は
あ
り
え
な
く
、単
に
心
理
学
的
な
も
の
と
し
て
解
明
さ
れ
う
る
。

そ
れ
ゆ
え
信
仰
の
主
観
主
義
つ
ま
り
「
参
与
へ
の
逃
亡）

115
（

」
は
、
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
を
、
そ
の
非
合
理
性
に
直
面
し
て
信
仰
の
欲
求
の
起
源
を
こ
の
世
的
な

諸
々
の
根
底
に
還
元
す
る
無
神
論
的
宗
教
心
理
学
に
事
実
上
引
き
渡
し
て
し

ま
う
。
バ
ル
ト
も
こ
の
関
連
を
鋭
く
、
し
か
も
適
切
に
認
識
し
て
い
た
が
、

彼
の
洞
察
の
命
中
度
は
、
な
お
彼
自
身
が
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
意
識
を
信
仰

の
主
観
主
義
と
い
う
袋
小
路
と
、
無
神
論
的
宗
教
批
判
に
対
す
る
そ
の
脆
弱

性
と
い
う
袋
小
路
か
ら
連
れ
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に

よ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
意
識
と
教
義
学
に
と
っ
て
、
そ
の
真
理
意
識
の
先
行

す
る
保
証
を
断
念
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
い

ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
要
求
そ
れ
自
体
が

断
念
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
大
切
な
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
要
求
を

テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

五　

 

組
織
神
学
の
テ
ー
マ
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理

キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
学
は
、
ま
さ
に
そ
の
ご
く
最
近
の
歴
史
に
お
い
て
さ

え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
性
を
そ
の
研
究
の
テ
ー
マ
と
し
て
解
明
す

る
よ
り
も
、
形
式
的
に
前
提
と
し
て
措
定
し
て
き
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

教
義
学
の
場
合
、
こ
の
事
態
は
、
十
六
世
紀
以
来
の
教
義
学
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ

ナ
の
発
展
の
な
か
で
表
現
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の

真
理
性
に
つ
い
て
の
問
い
も
、
教
義
学
の
個
々
の
テ
ー
マ
が
論
じ
ら
れ
る
前

に
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
仕
方
で
、
そ
の
教
理
の
源
泉
な
い
し
原
理
に
関
す
る

決
定
に
よ
り
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
に
問
わ
れ
た
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の
は
、
そ
れ
ら
が
か
の
源
泉
か
ら
取
り
だ
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ

れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
為
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。「
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
真
理
」
に
つ
い
て
の
問
い
を
主
題
と
し
て
投
げ
か

け
る
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
弁
証
学
に
委
ね
ら
れ
た
。
諸
々
の
例
外
を
度
外

視
す
る
と
、
教
義
学
は
そ
の
内
容
に
の
み
取
り
組
ん
だ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学

に
お
い
て
も
同
様
に
基
礎
神
学
と
教
義
学
の
区
別
が
推
奨
さ
れ
た
。
前
者
が

キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
の
信
憑
性
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

後
者
は
そ
の
内
容
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
課

題
の
こ
の
よ
う
な
分
離
は
、
事
柄
か
ら
み
て
正
当
化
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
も
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
が
、
歴
史
学
的
貴
重
品
展
示
室
の
財
産
目
録
と

し
て
だ
け
で
な
く
神
の
啓
示
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
真

理
と
そ
の
真
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
内
容
の

記
述
と
必
然
的
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

事
実
、
教
義
学
的
記
述
と
真
理
に
つ
い
て
の
問
い
の
完
全
な
分
離
は
ど
こ
に

も
存
在
し
な
か
っ
た
。
通
例
、
教
義
学
か
ら
期
待
さ
れ
た
の
は
、
教
義
学
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
教
理
の
内
容
を
論
証
的
に
弁
証
し
、
そ
し
て
真

理
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
教
義
学
は
、
事
実
、
す
で
に
記
述
の

体
系
的
形
式
を
通
し
て
い
つ
も
す
で
に
こ
の
課
題
を
知
覚
し
て
い
た
（
三
項

を
参
照
）。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
創
造
か
ら
終
末
論
的
完
成
に
至
る
世
界
の
現

実
を
包
括
す
る
そ
の
内
容
の
、
神
思
想
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
普
遍
性

と
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
、
こ
の
課
題
を
知
覚
し
て
い
た
。
こ
の
世
に
お
け

る
罪
と
悪
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
創
造
と
救
済
史
の
統
一
性
が
記
述
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
、
世
界
の
創
造
者
、
和
解
者
、
そ
し
て
救
済
者
と
し

て
の
神
の
統
一
性
と
、
そ
れ
と
共
に
神
の
真
理
性
つ
ま
り
神
の
神
性
が
実
際

に
確
認
さ
れ
る
。

反
対
に
、
教
義
学
に
お
け
る
個
々
の
議
論
は
す
べ
て
、
そ
れ
が
神
の
行
為

に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
全
体
と
し
て
の
世
界
に
も
関
係

づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
キ
リ
ス
ト
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る）

116
（

。

し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
な
テ
ー
マ
と
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
お
よ
び
彼
の
う
ち
に
現
れ
た
神
的
ロ
ゴ
ス
と
の
関
係
に
も
同
じ
よ
う

に
当
て
は
ま
る
。
神
思
想
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
教
義
学
的
記
述
の
包

括
的
思
想
的
体
系
の
な
か
に
表
現
さ
れ
る
教
義
学
的
テ
ー
マ
の
普
遍
性
は
、

し
た
が
っ
て
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
要
求
と
、
教
義
学
に
よ

る
そ
の
知
覚
と
関
連
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
属
し
て
い
る
の
は
、人
間
、

世
界
、
そ
し
て
歴
史
に
つ
い
て
の
神
学
以
外
の
知
識
と
、
特
に
、
こ
れ
ら
の

テ
ー
マ
に
関
す
る
哲
学
の
、
全
体
と
し
て
の
現
実
に
つ
い
て
の
問
い
と
た
し

か
に
関
連
し
て
い
る
諸
言
明
を
、
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
の
光
に
照
ら
し
て
捉
え

ら
れ
た
、
世
界
、
人
間
、
そ
し
て
歴
史
に
関
す
る
教
義
学
の
記
述
に
取
り
入

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
普
遍
的

首
尾
一
貫
性
、
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
性
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
教
義
学
が
た
い
て
い
形
式
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理

性
を
テ
ー
マ
と
せ
ず
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
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の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
要
求
が
、
明
ら
か
に
、

そ
し
て
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
問
題
の
な
か
で
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
お
お
む
ね
肯
定
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
や
り

方
に
は
、
教
義
学
の
神
中
心
的
方
向
づ
け
と
関
連
す
る
、
し
た
が
っ
て
こ
こ

で
の
記
述
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
モ
チ
ー
フ
が
入
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
、
人
間
、
そ
し
て
歴
史
は
、
神
に
よ
る
そ
の
肯
定
的

規
定
の
光
に
照
ら
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
思
想
そ
れ
自
体
の
独
自

性
を
通
し
て
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
教
義
学
の

な
か
で
「
こ
の
世
」
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
と
神
御
自
身
の
現
実
で

さ
え
問
い
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
。
神
の
現
実
と
、
こ
の
世
に
お

け
る
そ
の
啓
示
の
現
実
が
議
論
の
余
地
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
教
義

学
の
な
か
で
神
の
世
界
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
世
界
の
現
実
に
属
し
て
い

る
。
も
し
も
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
諸
々
の
主
張
が
、
こ
の
世
に
よ
る
神
の

現
実
の
疑
問
視
、
そ
の
異
論
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
離
反
を
、
自
ら
の
キ
リ

ス
ト
教
的
真
理
意
識
の
疑
問
視
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
受
け
入
れ
な
け
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
世
界
の
現
実
に
到
達
せ
ず
、
そ
の
上
を
漂
う
だ
け
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
真
実
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
世
に
お
け
る
神
の

現
実
に
関
す
る
異
論
は
、
神
が
こ
の
世
の
創
造
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
の

う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の

教
理
の
記
述
は
そ
の
真
理
性
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
べ
き
で
は
な
く
、

│ 

そ
の
自
己
理
解
に
お
い
て
も
（
な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は

実
際
に
行
わ
れ
る
の
で
） 

│ 

神
の
現
実
と
こ
の
世
に
お
け
る
神
の
啓
示
の

現
実
が
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
に
身
を
さ
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
無
前
提
で
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
し
か
に

正
し
い
。
し
た
が
っ
て
教
義
学
も
種
々
の
前
提
を
も
っ
て
研
究
す
る
。
す
な

わ
ち
ま
ず
第
一
に
教
義
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
事
実
を
前
提
と
す
る
、

ま
た
同
時
に
、
そ
の
歴
史
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
多
岐
に
わ
た
る
現
実
、

そ
こ
か
ら
出
て
き
た
諸
々
の
文
化
的
影
響
、
特
に
教
会
の
宣
教
と
礼
拝
生
活

を
前
提
と
す
る
。
教
会
と
神
学
の
教
理
の
キ
リ
ス
ト
教
的
同
一
性
の
基
準
点

お
よ
び
判
断
基
準
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
お
い
て
す
で
に
早
い
時

期
に
聖
書
に
課
せ
ら
れ
た
機
能
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は

神
学
的
省
察
に
先
行
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
結
び
つ
い
た
諸
々
の
真
理
要
求

を
含
め
て
、
歴
史
的
現
実
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
的
伝
統
が
要
求
す
る
神
的
真
理
も
す
で
に
前

提
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
要
求
は
神
学
の
な
か
で

記
述
さ
れ
、
吟
味
さ
れ
、
可
能
で
あ
れ
ば
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か

し
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
未
決
で
、
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
な
い

も
の
と
し
て
、
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
求
の
権
利
が
そ

の
思
考
と
論
証
の
過
程
で
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
神

学
へ
の
関
心
を
構
成
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
諸
問
題
に
対
す
る
個
々
人
の
主
観
的
関
心
は
、
大

抵
す
で
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
そ
れ
自
体
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
と
キ
リ
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ス
ト
教
の
教
理
の
伝
統
の
真
理
性
に
対
す
る
放
棄
し
え
な
い
関
心
を
有
す
る

こ
と
に
根
ざ
し
て
い
る
。
神
学
に
関
わ
る
キ
リ
ス
ト
者
は
、
神
学
的
研
究
に

向
か
う
前
に
、
信
仰
を
通
し
て
す
で
に
そ
の
使
信
の
真
理
性
に
巻
き
込
ま
れ

て
い
る
。
た
し
か
に
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
た
め
の
神
学
の
機
能
と
い
う
も
の

も
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
考
慮
に
入
れ
な
い
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
通
例
、

信
仰
は
す
で
に
神
学
的
省
察
に
先
行
す
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の

真
理
性
の
神
学
的
確
認
は
、
信
仰
の
確
信
を
通
じ
て
単
純
に
余
分
な
も
の
と

な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
な
か
で
こ
の
信
仰
そ

れ
自
体
に
と
っ
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
段
で
も
っ
と
正
確
に
論
じ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
信
仰
の
真
理
の
個
人
的
確
信
は
、
相
変
わ
ら
ず
経
験
と
省
察
に

よ
る
継
続
的
証
明
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
際
そ
れ
は
、
そ
の
本
性
に

従
っ
て
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
真
理
の
普
遍
的
拘
束
性
が
そ
こ
で
問
題
と
な
る

論
証
の
場
に
お
け
る
実
証
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
。
い
か
な
る
真
理
も

単
に
主
観
的
で
は
あ
り
え
な
い）

117
（

。
真
理
の
主
観
的
確
信
は
、
こ
こ
に
存
在
し

う
る
諸
々
の
緊
張
が
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
て
も
、
原
則
と
し
て
真
理
の

普
遍
性
と
普
遍
妥
当
性
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
わ
た
し

の
真
理
は
わ
た
し
だ
け
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
も
し
も
そ
れ
が
少
な
く
と

も
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
の
真
理
と
し
て
主
張
さ
れ
え
な
い
と

す
れ
ば 

│ 

他
の
ひ
と
が
も
し
か
す
る
と
そ
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
知
り
え

な
い
と
し
て
も 

│
、
そ
れ
は
わ
た
し
に
と
っ
て
も
必
然
的
に
真
理
で
あ

る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
う
。

神
学
に
お
い
て
問
題
な
の
は
啓
示
の
真
理
の
普
遍
性
で
あ
り
、
啓
示
と
神

御
自
身
の
真
理
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
上
述
の
意
味
で
い
つ
も
す
で
に
起
こ
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た 

│ 

た
と
え
神
学
が
権
威
の
学
問
と
し
て
理
解
さ

れ
た
り
、
主
観
的
な
い
し
共
同
体
的
信
仰
の
視
点
か
ら
み
た
自
己
記
述
と
し

て
理
解
さ
れ
た
り
し
た
と
し
て
も
、
し
た
が
っ
て
、
あ
た
か
も
真
理
の
問
い

が
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
ふ
る
ま
っ
た
と
し
て

も
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
意
識
に
対
す
る
神
学
の
貢
献
は
、
そ
の
課

題
を
規
定
す
る
際
の
こ
の
よ
う
な
諸
制
約
に
よ
っ
て
著
し
く
傷
つ
け
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
神
学
的
論
証
の
合
理
的
形
式
は
、
事
柄
の
中
核
つ
ま
り
信

仰
に
ま
っ
た
く
触
れ
な
い
何
か
外
的
な
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
に
ち
が
い
な

い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
論
証
は
ふ
ま
じ
め
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
な

ぜ
な
ら
結
果
の
開
放
性
と
、
真
理
に
の
み
責
任
を
負
う
熟
慮
の
リ
ス
ク
が
欠

け
て
い
る
よ
う
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
そ
れ
に

対
す
る
諸
々
の
結
果
が
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
て
い
る
「
弁
護
的
思

惟
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た）

118
（

 

│ 

そ
れ
は
諸
々
の
論
拠
の
重
要
性
か
ら

独
立
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
納
得
さ
せ
る
と
い
う
修
辞
学
的
機
能
、
つ
ま

り
合
理
的
仮
象
を
生
み
だ
す
こ
と
に
よ
り
説
得
す
る
と
い
う
修
辞
学
的
機
能

し
か
も
っ
て
い
な
い
。
神
学
的
論
証
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
一

般
の
意
識
に
お
け
る
神
学
の
信
用
失
墜
に
非
常
に
貢
献
し
た
こ
と
、
そ
し
て

さ
ら
に
貢
献
し
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
特
別
な
立
証
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
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れ
に
続
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
神
の
死
の
神
学
」
の
極
端
な
形
式
に
お
い
て
起

こ
っ
た
よ
う
に
、対
象
そ
れ
自
体
の
省
察
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
っ
た「
神

学
」
と
い
う
大
仕
掛
け
な
見
せ
物
が
現
れ
、
勝
ち
誇
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

カ
ン
タ
ベ
リ
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、
神
学
的
論
証
の
分
野
に
お
い
て
主
観

的
信
仰
は
《
理
性
に
よ
っ
て
の
み
（sola ratione

）》
探
究
さ
れ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
主
観
的
信
仰
と
い
う
前
提
が
論
証
の
出
発
点
と
し
て
主
張
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
し
た
。
す
な
わ
ち
諸
々
の
論
拠
の
重
み
そ
れ
自

体
が
重
要
な
の
で
あ
る）

119
（

。
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
論
証
の
可
能
な
、
そ
し
て
適

切
な
形
式
と
、
特
に
、
論
理
的
必
然
性
と
い
う
強
制
力
が
そ
れ
ら
に
帰
さ
れ

う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
諸
々
の
見
解
は
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス

の
時
代
以
来
変
化
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
た
め
に
信
仰
が
す
で
に

前
提
と
し
て
主
張
さ
れ
る
な
ら
ば
、
端
的
に
、
納
得
で
き
る
合
理
的
理
由
を

目
指
す
論
証
も
不
可
能
に
な
る
。
そ
れ
が
、
自
ら
の
内
容
の
普
遍
妥
当
的
真

理
に
関
す
る
信
仰
の
合
理
的
確
信
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
に
関

す
る
論
究
が
完
全
に
開
か
れ
た
仕
方
で
導
か
れ
る
と
き
だ
け
で
あ
り
、
し
か

も
例
え
ば
、
諸
々
の
論
拠
が
出
て
く
る
際
に
、
私
的
な
関
与
が
保
証
さ
れ
る

よ
う
な
こ
と
が
生
じ
な
い
場
合
だ
け
で
あ
る
。
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
者
は
そ
の

信
仰
の
内
容
を
大
い
に
信
頼
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
の
神
的
真
理

は
こ
の
内
容
そ
れ
自
体
か
ら
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ
に
先
行
す
る
保
証
を
必

要
と
し
な
い
、
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
も
し
も
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
理
路
整
然
と
し
た
記
述
と
し
て
の

教
義
学
に
お
い
て
、
そ
の
真
理
が
す
で
に
前
提
と
さ
れ
ず
に
、
論
争
の
余
地

の
あ
る
論
究
の
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
合
理
的
論
証
そ
れ
自
体
が
信
仰

の
真
理
に
対
す
る
賛
否
を
決
め
る
場
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
真
理

は
合
理
的
判
断
形
成
の
諸
規
準
に
、
そ
し
て
結
局
、
そ
の
思
惟
の
主
体
と
し

て
の
人
間
自
身
に
依
拠
す
る
よ
う
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

す
べ
て
の
判
断
と
同
様
に
、
真
偽
の
判
断
は
、
た
し
か
に
主
観
に
制
約
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
は
そ
の
諸
々
の
判
断
に
お
い
て
真
理
を
自

由
に
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
対

応
し
よ
う
と
す
る
。
真
理
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
拘
束
力
の
あ
る
普

遍
性
に
お
い
て
、
人
間
の
諸
々
の
主
観
的
判
断
に
先
だ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
洞
察
は
、
真
理
の
神
性
に
関
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
議
論
に

お
い
て
決
定
的
な
一
歩
と
な
っ
た
（D

e lib. arb. II ,10
;

vgl. 12

）。
こ
こ

は
ま
だ
、
神
の
存
在
を
証
明
す
る
そ
の
力
に
関
し
て
、
論
拠
を
展
開
す
べ
き

場
で
は
な
い
。
こ
こ
で
ま
ず
興
味
深
い
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
次

の
よ
う
な
理
由
で
真
理
の
観
念
と
神
概
念
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
主
観
的
判
断
が
真
理
を
自
由
に
支
配
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
同
時
に
、
こ
の
事

態
の
特
に
神
学
的
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
御

自
身
を
自
由
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
《
神

の
ド
グ
マ
》
と
し
て
の
教
義
の
真
理
を
自
由
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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真
理
の
観
念
と
神
概
念
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
結
合
に
反
対
し
、

繰
り
返
し
、
判
断
の
真
理
と
い
う
真
理
理
解
、
つ
ま
り
判
断
の
行
為
に
お
け

る
真
偽
の
区
別
の
場
と
し
て
の
真
理
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
た
。
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
と
異
な
る
何
も
の
か
で
あ
る

偽
り
と
区
別
し
て
、
真
理
を
《
あ
る
こ
と
（id quod est

）》（Solil II, 5

）

と
し
て
定
義
す
る
と
き
、真
理
の
概
念
に
お
い
て
判
断
の
関
係
が
、し
た
が
っ

て
《
知
性
（intellectus

）》
と
《
こ
と
・
も
の
（res

）》
の
対
応
が
度
外
視

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
の
存
在
論
的
真
理
概
念
に
お
い

て
す
で
に
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
真
理
の
統
一
性
に
お

け
る
す
べ
て
真
実
な
も
の
の
一
致
の
自
己
同
一
性
の
み
が
そ
の
概
念
を
構
成

し
て
い
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
真
理
概
念
に

関
し
、そ
の
さ
い
本
来
の
《ratio veri

》
が
、す
な
わ
ち
《correspondentia

》

あ
る
い
は《adaequatio rei et  intellectus

》（D
e ver. I, 1 resp. und ad 1

）》

が
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
真
理
概
念
を
判
断
の
行
為
か
ら

規
定
す
る
者
は
、
事
実
、
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
こ
れ
で
十
分
な
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
真
理
概
念
と
真

理
論
に
関
す
る
今
日
の
議
論
に
お
い
て
も
論
争
が
続
い
て
い
る）

120
（

。
た
し
か
に

一
致
の
思
想
の
こ
の
議
論
に
お
い
て
も
判
断
の
真
理
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
種
々
の
真
理
理
論
は
、
明
確
性
を
通
し
て
一
致
の
思
想
の
不
確
定
性

を
取
り
除
こ
う
と
試
み
、
ど
の
よ
う
な
諸
条
件
が
あ
る
と
き
に
、
そ
し
て
ど

の
よ
う
な
諸
条
件
の
も
と
で
こ
の
よ
う
な
一
致
が
与
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、

あ
る
言
明
が
真
実
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
挙
げ
よ

う
と
し
て
い
る
。N

icholas R
escher

（1973

）
の
真
理
の
首
尾
一
貫
性
の

理
論
の
元
来
の
本
文
は
、（
一
致
の
意
味
で
の
）真
理《
概
念
》と
真
理
の《
諸
々

の
判
断
基
準
》
の
区
別
を
目
指
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
他
の
、
真
理

と
主
張
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
と
の
一
致
は
、
そ
の
対
象
と
の
一
致
の
意
味

に
お
け
る
諸
々
の
主
張
の
真
理
の
判
断
基
準
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
判
断
基
準
と
真
理
概
念
と
の
区
別
に
は
、
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
真
理
の
判
断
基
準
は
、
そ
の
概
念
に
も
属
し
て
い
な
い
も
の
で
あ

り
う
る
の
か）

121
（

。R
escher

は
こ
の
異
論
を
受
け
入
れ
た）

122
（

。
し
か
し
も
し
も
真

実
な
も
の
す
べ
て
の
首
尾
一
貫
性
な
い
し
矛
盾
の
な
い
統
一
性
が
、
真
理
そ

れ
自
体
の
概
念
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
判
断
と
事
態
の
「
一
致
」
は
、
こ
の

こ
と
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
て
く
る
。
少
な
く

と
も
ま
ず
心
に
浮
か
ぶ
の
は
、（
と
に
か
く
、
競
合
す
る
判
断
者
の
「
合
意
」

の
場
合
と
同
様
に
）
こ
の
「
一
致
」
の
な
か
に
首
尾
一
貫
性
の
特
別
な
形
式

を
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
首
尾
一
貫
性
の
思
想
は
、
真
理

概
念
に
お
け
る
本
来
的
基
礎
な
い
し
基
盤
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
判
断
と
事

態
の
一
致
と
い
う
判
断
の
観
点
は
、
判
断
す
る
者
た
ち
の
間
の
合
意
と
同
様

に
、
真
理
概
念
の
演
繹
さ
れ
た
契
機
と
な
る
。
も
し
も
真
理
が
首
尾
一
貫
性

か
ら
理
解
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
真
理
概
念
そ
れ
自
体
が
不
可
避
的
に

存
在
論
的
な
も
の
へ
と
振
り
向
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
諸
々
の
事
物
そ
れ
自

体
に
お
け
る
首
尾
一
貫
性
は
、
ま
ず
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
諸
々
の
判
断
に
お
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い
て
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
の
真
理
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
的
、
そ
し
て
ま
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的

真
理
観
念
の
重
要
性
が
、
つ
ま
り
、
真
理
観
念
と
存
在
概
念
と
の
共
属
性
、

ま
た
真
理
観
念
と
、
絶
対
者
で
、
す
べ
て
を
包
括
す
る
者
と
し
て
の
神
の
思

想
と
の
共
属
性
が
、
再
び
新
た
に
主
張
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ

ち
、
神
の
み
が
、
真
実
な
も
の
す
べ
て
の
統
一
性
と
し
て
の
首
尾
一
貫
性
の

意
味
に
お
け
る
真
理
の
統
一
性
の
存
在
論
的
場
で
あ
り
う
る
。

神
は
真
理
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
（D

e lib.

arb. II, 15

）
は
、
真
実
な
も
の
す
べ
て
の
首
尾
一
貫
性
お
よ
び
統
一
性
の
視

点
に
依
拠
し
て
い
る
。
神
は
こ
の
統
一
の
場
で
あ
る
。
神
は
、
真
実
な
も
の

す
べ
て
を
包
括
し
、そ
し
て
そ
れ
を
自
ら
の
う
ち
に
含
む
真
理
、つ
ま
り（「
不

変
的
」
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
）
自
ら
と
同
一
的
真
理
で
あ
る
（ebd. II, 

12

）。
首
尾
一
貫
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
、
常

に
不
完
全
で
完
結
す
る
こ
と
の
な
い
後
か
ら
の
遂
行
で
あ
り
、
真
実
な
も
の

す
べ
て
の
、
神
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
統
一
性
の
後
か
ら
の
思
考
で
あ

り
う
る
に
す
ぎ
な
い 

│ 

あ
る
い
は
、
真
実
な
も
の
す
べ
て
の
、
神
の
う

ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
統
一
性
そ
れ
自
体
が
、
歴
史
の
形
式
を
も
つ
場
合
に

は
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
そ
れ
が
時
間
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
初
め
て
そ
の

完
成
に
至
る
場
合
に
は
、そ
の
先
取
り
し
た
構
想
で
あ
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

教
義
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
系
的
記
述
に
も
、
次
の
こ
と
が

当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
神
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
世
界
と

歴
史
の
統
一
性
と
の
関
連
に
お
け
る
、
端
的
に
神
の
啓
示
の
後
か
ら
の
遂
行

と
、
先
取
り
の
構
想
で
あ
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
教
義
学
は
神
の
真
理
そ
れ

自
体
を
が
っ
ち
り
と
捉
え
て
、
い
わ
ば
諸
々
の
定
式
で
そ
れ
を
包
装
し
て
紹

介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い 

│ 

そ
の
努
力
が
ど
れ
ほ
ど
真
剣
に
、
真
理
を

把
握
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
記
述
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
ま

た
神
の
真
理
に
対
す
る
そ
の
可
能
な
対
応
が
、
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
人
間
の

認
識
の
努
力
に
拘
束
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
自
体
、
有
限
性
の
諸
制
約
に
捉
わ

れ
て
い
る
と
い
う
意
識
に
ど
れ
ほ
ど
結
び
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
し
て

も
。神

学
的
知
の
有
限
性
は
、
伝
承
全
体
が
保
証
す
る
無
限
な
「
対
象
」
に
関

す
る
情
報
の
制
約
と
、
そ
の
消
化
吸
収
の
制
約
だ
け
で
な
く
、
特
に
こ
れ
ら

の
知
の
時
代
的
制
約
に
も
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
聖
書
の
証
言

に
よ
る
と
、
神
の
神
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
と
歴
史
の
終
り
に
お
い
て
初
め

て
最
終
的
か
つ
明
白
に
啓
示
さ
れ
る
。
時
間
の
な
か
に
あ
る
い
ず
れ
の
位
置

に
と
っ
て
も
、
真
に
持
続
的
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
頼
り
に
な
り
、
こ
の
意
味
で

「
真
実
な
」
も
の
は
、
将
来
に
お
い
て
初
め
て
判
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
当

て
は
ま
る
。
聖
書
の
真
理
理
解
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
と
ま
っ
た
く
同
じ
く

真
理
（das W

ahre

）
を
、
自
己
自
身
と
の
同
一
性
の
ゆ
え
に
恒
常
性
お
よ

び
信
頼
性
と
し
て
考
え
た
。
し
か
し
そ
れ
は
真
理
の
自
己
同
一
性
を
、
時
間

の
流
れ
の
背
後
に
あ
る
永
遠
の
現
在
と
し
て
で
は
な
く
、
時
間
そ
れ
自
体
の
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経
過
の
な
か
で
持
続
的
に
実
証
さ
れ
、
証
明
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う

と
し
た）

123
（

。
時
間
は
、
存
在
す
る
者
の
経
験
と
そ
の
真
理
か
ら
切
り
離
さ
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
な
観
察
方
法
は
、観
念
論
以
後
の
近
代
の
思
惟
に
み
ら
れ
る
、

経
験
を
重
視
す
る
方
向
性
に
も
対
応
し
て
お
り
、
特
に
歴
史
性
の
意
識
と
結

び
つ
い
た
相
対
性
、
つ
ま
り
そ
こ
に
お
い
て
経
験
が
得
ら
れ
る
歴
史
的
場
に

お
け
る
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
相
対
性
に
も
対
応
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
相
対
性
は
、
絶
対
的
な
も
の
が
存
在
し
な
く
、
そ
れ
ゆ

え
に
、
そ
れ
自
体
常
に
絶
対
的
で
あ
る
真
理
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
相
対
性
そ
れ
自
体
は
絶
対
の
思
想
に
対
し
て
相
対
的
な

の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
こ
の
思
想
と
共
に
そ
の
相
対
性
も
消
滅
す
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
真
理
の
絶
対
性
は
、
わ

れ
わ
れ
の
経
験
と
省
察
の
相
対
性
に
お
い
て
の
み
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
経
験
の
歴
史
性
を

考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
歴
史
の
進
行
が
続
く
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ

わ
れ
の
世
界
の
諸
々
の
事
物
と
出
来
事
の
真
の
意
味
を
最
終
的
に
規
定
で
き

な
い
こ
と
を
意
味
す
る）

124
（

。
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
諸
々
の
事
物
や
出

来
事
の
意
味
に
関
す
る
諸
々
の
主
張
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の

意
味
を
事
実
上
規
定
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
意
味
の
諸
々
の
指
定
と
主

張
は
先
取
り
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
ほ
ぼ
同
じ
形
式
で
繰
り

返
さ
れ
る
自
然
の
諸
事
象
の
領
域
に
も
当
て
は
ま
る
。
も
し
も
天
体
の
諸
々

の
運
動
の
こ
の
単
調
な
繰
り
返
し
を
先
取
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

日
と
年
を
数
え
る
こ
と
に
は
何
の
意
味
も
な
く
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
言
葉
そ

れ
自
体
が
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の

生
涯
の
諸
々
の
事
件
と
社
会
史
の
諸
々
の
出
来
事
に
認
め
る
意
味
は
、
歴
史

の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
こ
の
形
成
物
全
体
の
先
取
り
に
、
し
た
が
っ
て
そ
の

将
来
の
先
取
り
に
い
よ
い
よ
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

先
取
り
は
、
経
験
の
地
平
が
先
へ
と
広
が
っ
て
行
く
が
ゆ
え
に
、
経
験
の
進

行
と
共
に
絶
え
ず
修
正
さ
れ
て
行
く
。
そ
の
さ
い
時
間
の
進
行
の
な
か
で
、

わ
れ
わ
れ
の
初
め
の
世
界
に
お
い
て
恒
常
的
で
「
真
実
な
」
も
の
と
し
て
証

明
さ
れ
る
も
の
と
、
ま
た
こ
れ
と
反
対
に
、
た
と
え
堅
固
で
持
続
的
に
み
え

る
と
し
て
も
、
信
頼
で
き
な
い
も
の
と
し
て
証
明
さ
れ
る
も
の
が
、
明
ら
か

に
な
る
。
人
間
の
経
験
の
歴
史
性
と
共
に
与
え
ら
れ
る
諸
制
約
は
、
特
別
な

仕
方
で
神
経
験
に
当
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は
、
人
間
が
共
に
住
む
世
界

の
な
か
で
い
か
な
る
と
き
に
も
同
一
化
し
え
な
い
対
象
で
あ
り
、
そ
の
現
実

は
、
世
界
と
歴
史
に
対
す
る
、
し
か
も
そ
の
歴
史
に
お
け
る
世
界
の
全
体
に

対
す
る
、
神
に
帰
さ
れ
る
力
の
経
験
と
極
め
て
緊
密
に
結
合
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
世
界
と
そ
の
歴
史
の
最
後
の
将
来
が
初
め
て
神
の
現

実
を
、
最
終
的
に
、
そ
し
て
異
論
の
な
い
仕
方
で
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
神
の
現
実
の
暫
定
的
経
験
と
、
歴
史
の
進
行
に
お
け
る
そ
の

恒
常
性
の
暫
定
的
経
験
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
し

か
し
そ
れ
に
関
す
る
諸
言
明
は
す
べ
て
、
神
に
関
す
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
語

り
に
特
有
な
仕
方
で
、
世
界
全
体
の
先
取
り
に
、
し
た
が
っ
て
ま
だ
完
結
し
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て
い
な
い
歴
史
の
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
将
来
の
先
取
り
に
基
づ
い
て
い
る
。

人
間
の
経
験
と
省
察
の
歴
史
性
は
ま
さ
に
ま
た
わ
れ
わ
れ
人
間
の
神
認
識
の

最
も
重
要
な
限
界
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
た
し
か
に
そ
の
歴
史

性
の
ゆ
え
に
、
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
語
り
は
す
べ
て
不
可
避
的
に
神
の
真

理
の
完
全
で
究
極
的
な
認
識
に
は
到
達
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
、

後
段
で
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
の
歴
史
的
啓
示
に
基
づ
く

神
認
識
に
も
当
て
は
ま
る
。
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
知
も
、
神
の
国
の

将
来
に
お
け
る
神
の
究
極
的
啓
示
と
比
べ
る
と
、
依
然
と
し
て
「
一
部
」

（
I
コ
リ
一
三
・
一
二
）
に
す
ぎ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
者
は
、
神
学
的
知
の
有
限

性
を
心
に
留
め
る
た
め
に
、
経
験
の
歴
史
性
と
共
に
与
え
ら
れ
る
わ
れ
わ
れ

の
知
の
有
限
性
に
対
す
る
近
代
の
諸
々
の
省
察
に
よ
っ
て
啓
蒙
さ
れ
る
必
要

は
ま
っ
た
く
な
い
。
キ
リ
ス
ト
者
は
こ
の
よ
う
な
教
え
を
た
し
か
に
、
神
の

前
に
あ
る
人
間
の
状
況
に
関
す
る
、
ま
た
ま
さ
に
信
仰
者
の
状
況
に
関
す
る

聖
書
の
記
述
か
ら
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
に
関
す
る
人
間
の
あ
ら
ゆ

る
語
り
の
有
限
性
と
不
適
切
性
に
つ
い
て
の
知
は
、
神
学
の
冷
静
さ
に
属
す

る
。
こ
う
し
て
神
に
関
す
る
諸
言
明
の
内
容
が
無
意
味
化
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
諸
言
明
の
真
理
条
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
知
に
お
い
て
神
に
つ
い
て
の
語
り
は
頌
栄
と
な
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
語

る
者
は
自
ら
の
有
限
性
と
い
う
限
界
を
越
え
て
無
限
な
る
神
の
思
想
へ
と
高

め
ら
れ
る）
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。
そ
の
さ
い
思
想
的
輪
郭
線
も
不
明
瞭
な
も
の
へ
と
溶
け
て
し
ま

う
必
要
は
な
い
。
頌
栄
も
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
体
系
的
省
察
の
形
式
を
も
つ
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
系
的
記
述
に
お
い
て
そ
の
真
理
が
危
険
に
さ
ら

さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
教
義
学
者
自
身
が
こ
の
真
理
を
決
定

す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
首
尾

一
貫
性
と
、
こ
の
世
、
そ
の
歴
史
、
そ
し
て
そ
の
将
来
の
完
成
の
統
一
性
を

神
の
統
一
性
の
表
現
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
彼
の
試
み
は
、
神
的
真
理
そ

れ
自
体
の
首
尾
一
貫
性
の
後
か
ら
の
再
構
成
と
前
も
っ
て
の
事
前
構
想
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
に
お
け
る
終
末
の
先
取

り
を
再
構
成
し
て
お
り
、
ま
た
神
と
の
関
連
で
は
頌
栄
の
機
能
を
も
つ
諸
々

の
先
取
り
の
企
て
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
真
理
に
関
す
る
決
定
は
神
御
自

身
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
究
極
的
に
、
神
の
創
造
に
お
け
る
神
の
国

の
完
成
と
共
に
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
有
罪
を
立
証
す
る
神
の
霊
の

働
き
を
通
し
て
、
人
間
の
心
の
な
か
で
暫
定
的
に
下
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
教
義
学
の
諸
言
明
も
、
そ
れ
を
通
し
て
記
述
さ
れ
る
キ

リ
ス
ト
教
の
諸
々
の
教
理
も
、
学
問
論
的
に
は
仮
説
の
状
態
に
あ
る
と
み
な

さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な

い）
126
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。
二
つ
の
ケ
ー
ス
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
自
明
で
は
な
く
、

ま
た
自
明
な
諸
命
題
か
ら
論
理
的
に
必
然
的
に
演
繹
さ
れ
る
諸
々
の
結
論
を

記
述
す
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
な
諸
命
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
形
式
的
に

は
誤
り
な
い
し
真
実
と
み
な
さ
れ
う
る
主
張
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
は
、

そ
れ
ら
は
適
切
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
し
た
が
っ
て
真
実
で
あ
る
の
か
ど
う
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か
と
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
意
味
の
あ
る
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
ら
の
主
張
の
真
理
は
、
主
張
そ
れ
自
体
と
共
に
す
で
に
与
え
ら
れ
て
は
い

な
い
諸
条
件
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ス
は
ポ
ン
テ
オ
・
ピ

ラ
ト
の
下
で
十
字
架
に
架
け
ら
れ
た
と
い
う
命
題
は
ひ
と
つ
の
歴
史
的
主
張

で
あ
り
、
そ
の
真
理
要
求
は
通
常
の
諸
々
の
歴
史
的
判
断
基
準
に
従
っ
て
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
エ
ス
が
死
者
た
ち
か
ら
よ
み
が
え
っ
た
と
い
う

主
張
は
、
そ
れ
が
一
種
の
死
者
の
甦
り
の
出
来
事
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て

い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、い
っ
そ
う
複
雑
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
前
提
は
、

死
者
た
ち
が
復
活
す
る
こ
と
が
普
遍
的
経
験
と
な
る
と
き
に
初
め
て
、
も
は

や
異
論
の
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
イ
エ
ス
が
神
の
子
と
呼
ば

れ
る
こ
と
は
、
死
者
た
ち
か
ら
の
彼
の
甦
り
と
、
彼
の
地
上
へ
の
出
現
を
そ

れ
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う

な
主
張
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
の
は
、
そ
の
真
理
が
、
多
様
な
意
見
の
対

象
と
な
り
う
る
、
そ
し
て
事
実
そ
う
で
あ
る
諸
条
件
に
依
存
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
条
件
は
、
イ
エ
ス
の
神
の
子
性
に
関
わ
る
す
べ
て
の

こ
と
に
お
い
て
、
現
実
一
般
の
理
解
全
体
に
触
れ
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

諸
条
件
が
当
て
は
ま
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
疑
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
真
理
妥
当
性
は
、

こ
の
語
の
よ
り
広
い
意
味
に
お
い
て
「
仮
説
的
」
で
あ
る）
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し
か
し
な
が
ら

こ
れ
に
よ
り
決
し
て
、
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
主
張
を
す
る
者
は
そ
の
真
理
を

決
定
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）
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事
実
、
そ
れ
は
信
仰
的
諸
言
明
の
性
格
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
し

か
に
主
張
一
般
の
論
理
的
構
造
と
も
一
致
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
あ
る

主
張
が
提
示
さ
れ
る
と
共
に
、
語
ら
れ
た
こ
と
は
真
理
で
あ
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
ゆ
え
に
、
聞
き
手
や
読
者
が
、
そ
の
主
張
が

実
際
に
適
切
な
の
か
ど
う
か
、
し
た
が
っ
て
真
理
へ
の
そ
の
要
求
は
正
し
い

の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
、
諸
々
の

主
張
の
論
理
的
構
造
に
属
し
て
い
る
。
主
張
は
ま
さ
に
真
理
へ
の
要
求
と
結

び
つ
け
ら
れ
、
そ
し
て
単
な
る
心
情
の
表
出
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が

適
切
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
う
る
。
聞
き
手
な
い
し
読
者
の

主
張
の
「
命
題
」
が
（
省
察
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
）
ま
ず
な
お
吟
味
さ
れ
、

そ
し
て
必
要
と
あ
れ
ば
差
し
当
た
り
本
当
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
う
る
も
の
と

し
て
、
ま
さ
に
「
仮
定
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
う
る
可
能
性
は
、
ま
さ
に
あ

る
言
説
（Ӓ

ußerung

）
が
、
そ
の
言
説
お
よ
び
そ
れ
を
語
る
主
体
と
区
別

さ
れ
る
事
態
に
つ
い
て
の
主
張
と
し
て
真
剣
に
受
け
と
め
ら
れ
う
る
た
め
の

条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
信
仰
の
諸
言
明
（A

ussagen

）
が
省

察
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
仮
定
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ

の
断
言
的
性
格
と
ま
っ
た
く
矛
盾
し
な
い
。
反
対
に
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ

の
断
言
的
性
格
は
真
剣
に
受
け
と
め
ら
れ
る
。
信
仰
の
言
明
の
主
張
が
本
当

に
正
し
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
も
は
や
意
味
深
く
問
わ
れ
な
く
な

る
な
ら
ば
、
そ
の
性
格
は
無
視
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
そ
の
場
合
に
は
、
信
仰
の
諸
言
明
は
「
認
識
論
的
」
真
理
を
も
な
い
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諸
々
の
主
観
的
状
態
の
言
説
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

諸
々
の
主
張
の
真
理
要
求
の
仮
説
的
様
相
は
、
ま
ず
（
聞
き
手
あ
る
い
は

読
者
の
）
省
察
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
。
こ
れ
は
主
張
し
て
い
る

ひ
と
そ
れ
自
身
の
問
題
で
は
な
い 

│ 

彼
が
、
そ
の
諸
々
の
主
張
の
、
他

者
に
よ
る
、
も
し
か
す
る
と
懐
疑
的
な
受
容
を
す
で
に
共
に
省
察
し
て
い
な

い
と
し
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
自
身
の
問
題
で
は
な
い
。
主
張
の
行
為
に

お
い
て
は
、
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
真
理
が
、
た
い
て
い
ま
っ
た
く
省
察

さ
れ
な
い
ま
ま
に
要
求
さ
れ
る
。
ま
ず
聞
き
手
な
い
し
読
者
は
、
主
張
と
、

そ
れ
が
は
た
し
て
真
実
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
を
区
別
す
る
。
彼
に

と
っ
て
、
も
し
も
そ
の
真
理
が
単
純
に
「
本
当
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
て
」
い

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
お
吟
味
さ
れ
る
べ
き
「
単
な
る
主
張
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
り
そ
の
主
張
が
反
駁
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
な
く
、
そ
の
真
理
の
意
図
は
真
剣
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
信
仰
の
諸
々
の
主
張
と
そ
れ
ら
と
の
神
学
的
関
わ
り
に
も
当
て
は

ま
る
。
そ
れ
ら
が
主
張
と
し
て
価
値
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら

の
言
い
分
が
無
分
別
に
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

ま
さ
に
吟
味
す
る
と
い
う
そ
の
真
理
要
求
が
価
値
の
あ
る
こ
と
と
し
て
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
は
、
信
仰
の
諸
言
明
と
神
御
自
身
の
真
理
と
の

区
別
に
も
対
応
す
る
。
こ
の
神
御
自
身
の
真
理
は
、
そ
れ
ら
が
言
明
し
よ
う

と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
真
の
信
仰
者
が
自
ら
の
言
葉
と
理
解
を
無
限
に

凌
駕
す
る
も
の
と
し
て
い
つ
も
目
の
前
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

神
の
真
理
は
主
張
と
そ
の
受
容
の
間
に
立
ち
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
受
容

の
最
終
的
尺
度
と
な
る
。
つ
ま
り
神
の
真
理
は
、
神
は
誰
に
と
っ
て
も
自
由

に
処
理
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
お
方
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ

を
用
い
て
人
間
を
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
尺
度
と
な
る
。

神
学
的
省
察
の
レ
ベ
ル
は
、
次
の
こ
と
に
よ
り
、
信
仰
告
白
の
諸
言
明
の

レ
ベ
ル
と
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
の
レ
ベ
ル
で
は
、
信
仰
的
諸
言
明
、
神

学
的
諸
命
題
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
主
張
さ
れ
て
い
る
現
実
、
特
に
そ
の
な
か

で
最
も
重
要
な
神
の
現
実
に
は
、
論
争
の
余
地
の
あ
る
こ
と
が
、
共
に
考
慮

さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
事
実
、
共
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

そ
れ
﹇
論
争
の
余
地
の
あ
る
こ
と
﹈
は
、
教
義
学
の
な
か
で
神
の
世
界
と
し

て 

│ 

神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
和
解
さ
れ
、
そ
し
て
救
済
さ
れ
た
世
界

と
し
て 

│ 

記
述
さ
れ
る
べ
き
世
界
と
歴
史
の
現
実
に
属
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
同
時
に
神
の
神
性
が
記
述
さ
れ
、
そ
れ
は
、
創
造
さ

れ
た
世
界
と
そ
の
歴
史
を
通
し
て
賛
美
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
世
に
お
け

る
神
の
存
在
と
本
質
に
関
し
論
争
の
余
地
の
あ
る
こ
と
も
、
神
御
自
身
の
う

ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
を
意
味
す
る  

│ 

も
し
も
そ
れ
が
、
神
の
無
力
の
表
現
と
し
て
、
し
か
も
最
終
的
に
神

の
存
在
に
反
対
す
る
異
論
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
れ
ば
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
体
系
的
記
述
に
お
い
て
、
世
界
、
人
間
、
そ
し
て

歴
史
は
、
神
の
神
性
の
表
現
お
よ
び
証
言
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い

人
間
と
世
界
の
歴
史
は
、
神
と
対
立
し
、
し
か
も
神
の
神
性
を
証
言
す
る
も
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の
へ
と
変
革
さ
れ
て
行
く
過
程
に
あ
る
。
こ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に

お
け
る
救
済
史
と
し
て
の
歴
史
の
意
味
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
素

材
は
、
創
造
、
罪
、
和
解
、
そ
し
て
完
成
の
順
に
、
い
つ
も
す
で
に
、
人
間

の
救
済
と
被
造
世
界
の
更
新
を
目
指
す
歴
史
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
な
か

で
捉
え
ら
れ
、
構
成
さ
れ
る
。
し
か
し
今
や
、
こ
の
神
の
救
い
の
経
綸
の
諸

テ
ー
マ
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
神
と
並
ぶ
何
か
付
加
的
な
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
歴
史
と
そ
の
神
学
的
記
述
の
な
か
で
中
心
と
な
っ
て
い

る
問
題
は
、
神
の
神
性
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
の
記
述
が
神
学
的
で
あ
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
は
、
神
の
神
性
に
つ
い
て
の
証
言
で
あ
る
こ
と
に

お
い
て
そ
の
統
一
性
を
み
い
だ
す
。
世
界
、
人
間
、
そ
し
て
歴
史
に
つ
い
て

の
論
究
の
際
に
も
、教
義
学
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
神
の
現
実
で
あ
る
。

ま
さ
に
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て
た
だ
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
際
に
問
題
に
な
る

の
は
人
間
と
世
界
で
も
あ
る
。
神
は
、
信
仰
と
同
様
に
神
学
の
包
括
的
で
、

し
か
も
唯
一
無
二
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
両
者
は
そ
れ
以
外
の
テ
ー
マ
を
も
た

な
い
。
し
か
し
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
世
界
と
人
間
に
つ
い
て
、
そ
の

和
解
と
救
済
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
要
求
す
る
。
神
を
神
学
の
唯
一
無
二
の

テ
ー
マ
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
被
造
物
お
よ
び
人
間
と
、
神
と
並
ぶ
そ

の
存
在
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
で
は
な
く
、
神
が
授
け
る
存
在
の
権

利
を
彼
ら
に
容
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
世
界
と
人
間
の
存
在
の
な
か
に
、
そ

し
て
そ
れ
ら
の
完
成
の
な
か
に
、
神
の
神
性
が
顕
示
さ
れ
る
。
し
か
し
反
対

に
、
世
界
と
人
間
は
、
彼
ら
の
創
造
者
を
賛
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

彼
ら
自
身
の
存
在
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
の
完
成
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る

と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
記
述
と
し
て
の
教
義
学
は
し
た
が
っ
て
体
系
的
神

学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
神
に
つ
い
て
の
組
織
的
教
理
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
の
何
も
の
で
も
な
い）
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。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
が
、
す

べ
て
の
個
々
の
テ
ー
マ
を
神
の
現
実
に
関
係
づ
け
る
こ
と
を
通
し
て
体
系
的

に
、
し
た
が
っ
て
組
織
神
学
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト

教
の
教
理
の
真
理
性
も
テ
ー
マ
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の

あ
ら
ゆ
る
言
明
は
、
そ
の
真
理
性
を
た
だ
神
の
う
ち
に
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

神
の
現
実
は
、
何
と
い
っ
て
も
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
み
て
、
世
界
の

創
造
者
、
保
持
者
、
和
解
者
、
そ
し
て
完
成
者
と
し
て
の
神
の
栄
誉
に
依
拠

し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
和
解
さ
れ
、
完
成
さ

れ
る
も
の
と
し
て
の
世
界
、
人
間
、
そ
し
て
歴
史
に
つ
い
て
の
体
系
的
記
述

の
際
に
問
題
に
な
る
の
は
、
神
御
自
身
の
現
実
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
お
い

て
、
神
の
存
在
と
、
そ
れ
と
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
性
は
危
険

に
瀕
す
る 

﹇
立
ち
も
倒
れ
も
す
る
﹈。
し
か
も
そ
れ
は
、
神
の
存
在
、
本
質
、

属
性
に
つ
い
て
の
特
殊
な
教
理
に
お
い
て
生
ず
る
だ
け
で
な
く
、
終
末
論
に

い
た
る
ま
で
の
教
義
学
の
テ
ー
マ
の
一
つ
一
つ
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
で
あ

る
。組

織
神
学
と
し
て
の
教
義
学
は
、
世
界
、
人
間
、
そ
し
て
歴
史
に
つ
い
て

の
モ
デ
ル 

│ 
そ
れ
は
、
筋
の
通
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
の
現
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実
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
性
を
「
証
明
す
る
」、
す
な
わ
ち
記
述
の

形
式
を
通
し
て
首
尾
一
貫
し
て
考
え
う
る
も
の
と
し
て
立
証
し
、
確
認
す
る  

│ 
を
神
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
構
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、
断

言
的
で
あ
る
と
共
に
仮
説
的
な
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
教
義
学
は
キ
リ

ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
要
求
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
教
義
学
は
、
こ
の

教
理
が
真
実
な
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
こ
の
関
連
で

ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
世
界
、
人
間
、
そ
し
て
歴
史
を
神
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と

し
て
解
釈
す
る
教
義
学
の
解
釈
の
確
実
性
と
い
う
条
件
は
、
た
し
か
に
、
教

義
学
的
構
想
の
証
明
力
と
真
理
に
関
す
る
決
定
が
、
そ
の
構
想
そ
れ
自
体
と

共
に
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
世

界
、
人
間
、
そ
し
て
歴
史
が 

│ 

わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
を
知
っ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
し
て
わ
れ
が
そ
れ
ら
を
知
る
か
ぎ
り
で 
│ 
こ
の
モ
デ
ル
の
な

か
で
再
び
認
識
さ
れ
う
る
の
か
ど
う
か
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
本
当
に
、
こ

の
モ
デ
ル
の
な
か
で
神
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
、

世
界
、
人
間
、
そ
し
て
そ
の
歴
史
の
現
実
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

に
依
拠
し
て
い
る
。
他
方
で
そ
れ
は
、
教
義
学
が
記
述
し
て
い
る
と
主
張
す

る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
引
証
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
依
拠

し
て
い
る
。
二
つ
の
問
い
は
と
も
に
批
判
的
論
究
の
対
象
で
あ
る
。
双
方
と

も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
か
つ
て
の
諸
々
の
記
述
に
対
す
る
批
判
、
キ
リ

ス
ト
教
の
教
理
の
諸
々
の
意
図
に
忠
実
で
、
世
界
、
人
間
、
そ
し
て
歴
史
の

現
実
に
適
し
た
よ
り
よ
い
モ
デ
ル
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
新
た
な

試
み
に
対
す
る
批
判
を
引
き
起
こ
す
。
か
つ
て
の
、
ま
た
よ
り
新
し
い
教
義

学
的
モ
デ
ル
の
確
実
性
に
関
す
る
進
行
中
の
論
争
の
な
か
で
、
創
造
を
通
し

て
、
ま
た
歴
史
の
進
行
の
な
か
で
、
実
際
に
立
証
さ
れ
る
神
の
現
実
と
、
モ

デ
ル
と
の
相
違
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
神
学
者
に
と
っ
て
慰
め
と
な

る
の
は
、
た
し
か
に
次
の
こ
と
が
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
彼
自
身
の
洞
察
が
制
約
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
彼
の
批
評
家
た
ち
の

洞
察
も
制
約
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
種
々
の
モ

デ
ル
は
、
そ
の
諸
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
仰
が
こ
の
世
に
お
い
て
そ
の

究
極
的
啓
示
を
待
ち
望
む
神
の
現
実
を
先
取
り
し
て
記
述
す
る
と
い
う
機
能

を
保
持
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
教
義
学
的
記
述
は
、
常
に
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
、

そ
の
真
理
志
向
の
何
ら
か
の
点
で
不
適
切
な
諸
々
の
表
現
様
式
に
対
す
る
批

判
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
教
義
学
的
記
述
の
形
式
を
と
ら
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の

教
理
の
批
判
も
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
形

式
を
修
正
の
必
要
な
も
の
と
み
な
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
真
理
要
求
そ
れ
自

体
を
無
効
と
み
な
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
批
判
も
、そ
れ
が
全
体
（das 

G
anze

）
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
記
述
の
形
式
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
再
構
成 

│ 

こ
の
教
理
を
、
純
粋
に
人
間
学
的
で

世
界
内
的
な
諸
々
の
モ
チ
ー
フ
と
要
因
の
表
現
と
し
て
十
分
に
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
と
の
要
求
を
提
示
す
る
再
構
成 

│ 

を
試
み
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。も
し
も
こ
の
よ
う
な
批
判
が
確
か
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
対
象
は
、
将
来
、
も
は
や
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
極
端

な
ケ
ー
ス
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
神
の
現
実
一
般
と
関
係
が
切
れ

て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
の
諸
々
の
論
拠
は
、
教
義
学
に

と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
明
白
に
、
あ
る
い
は
暗
示
的
に
自
ら

の
立
場
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教
義
学
に
対
し
、
神
の
現
実
と
キ
リ
ス

ト
教
の
教
理
の
真
理
性
に
つ
い
て
明
確
に
証
明
す
る
よ
う
に
強
く
求
め
て
い

る
。教

義
学
は
、
そ
れ
が
《
神
理
﹇
神
の
立
脚
点
﹈
の
下
で
（sub ratione 

D
ei

）》
他
の
あ
ら
ゆ
る
テ
ー
マ
を
神
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

し
た
が
っ
て
神
思
想
の
展
開
の
特
質
の
な
か
で
論
ず
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

直
接
に
神
の
現
実
か
ら
始
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。さ
ら
に
正
確
に
言
う
と
、

神
の
現
実
は
ま
ず
第
一
に
人
間
の
表
象
、
人
間
の
言
葉
、
そ
し
て
人
間
の
観

念
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
。
神
は
、
表
象
と
観
念
の
な
か
で
意
図
さ

れ
た
、
し
か
し
そ
れ
ら
と
は
や
は
り
区
別
さ
れ
る
現
実
と
し
て
考
慮
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う

こ
と
は
、
論
争
の
対
象
と
な
る
。
も
し
も
こ
れ
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
高
い
代
金
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち

そ
の
場
合
、
皮
肉
に
も
、
神
は
人
間
的
表
象
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
残

り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
超
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
争
い
に
巻
き

込
ま
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
た
し
か
に
、
ひ
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し

て
神
を
現
実
と
し
て
考
慮
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
慎
重
な

明
確
化
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
さ
い
問
題
に
な
る
の
は
、
聖
書
の
諸
文
書
の

な
か
で
証
言
さ
れ
て
い
る
、
現
実
一
般
と
し
て
の
神
の
現
実
が
公
の
議
論
と

な
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
本
来
の
意
味
で
教
義
学
的
な
記
述
の
出
発

点
が
獲
得
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

以
前
は
、
論
究
の
た
め
の
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
準
備
作
業
は
《
信
仰
の
序

（praeam
bula fidei

）》
と
呼
ば
れ
た
。
今
日
そ
れ
は
、
教
義
学
の
た
め
の
基

礎
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
基
礎
神
学
」
に
割
り
当
て
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
論
究
は
せ
い
ぜ

い
方
法
論
的
な
意
味
で
「
基
礎
的
」
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
捉
え
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
学
で
は
、
出
来
事
の
核
心
（Sache

）

か
ら
み
て
、
基
礎
的
な
の
は
神
御
自
身
あ
る
い
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お

け
る
神
の
自
己
啓
示
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う

既
に
据
え
ら
れ
て
い
る
土
台
を
無
視
し
て
、
だ
れ
も
ほ
か
の
土
台
を
据
え
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」（
I
コ
リ
三
・
一
一
）。
し
た
が
っ
て
神
思
想
、
神
の

証
明
、
そ
し
て
宗
教
に
関
す
る
諸
々
の
導
入
的
論
究
は
、
教
義
学
の
展
開
の

な
か
で
神
論
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
以
上
の
詳
論
は
す
べ
て
神
の
啓
示
に

お
け
る
神
の
現
実
の
発
展
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
基
礎
づ
け
の
関

連
は
逆
転
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
神
論
に
続
く
も
の
は
す
べ
て
、
依
然
と

し
て
、
神
思
想
と
宗
教
に
関
す
る
諸
々
の
詳
論
に
よ
っ
て
表
現
し
直
さ
れ
る

対
決
の
領
域
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
の
現
実
に
つ
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い
て
論
争
す
る
場
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
教
義
学
だ
け
で
な
く
キ
リ
ス
ト

者
の
存
在
と
教
会
も
そ
れ
ら
の
場
を
占
め
て
い
る
。

注
（
I
│
1
） 

（
1
） 

U
. K

öpf

は
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
正
し
い
。U

. K
öpf:

D
ie 

A
nfänge der theologischen W

issenschaftstheorie im
 13.　

Jahrhundert, 

1974, 247ff. bes. 252f.　

特
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
場
合
、
神
学
的
認
識

の
源
泉
と
し
て
の
神
的
霊
感
の
視
点
が
「
神
学
的
学
問
論
全
体
を
貫
徹
し
て
い

る
」（111.vgl. 147, 252f.

）。

（
2
） 

R
.D

. P
reus （T

he T
heology of Post

-R
eform

ation Lutheranism
.　

A
 Study 

of T
heological P

rolegom
ena, St. L

ouis/L
ondon 1970, 114

） 

は
、J. G

er-

hard

がJunius （D
e T

heologiae Verae O
rtu, N

atura, Form
is, Partibus et 

M
odo Illius, L

eyden 1594

） 

に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
。

こ
の
主
題
に
関
す
るD

annhauer （1649
） 
と Scherzer （1679

） 

の
間
の
論
争

に
つ
い
て
は
、C

.H
. R

atschow
:

Lutherische D
ogm

atik zw
ischen O

rtho-

doxie und A
ufklärung I, 1964, 49.

を
参
照
。

（
3
） 

J. W
allm

ann （D
er T

heologiebegriff bei Johann G
erhard und G

eorg C
alixt, 

1961, 53f.

） 

は
、
次
の
よ
う
なK

. B
arth

の
所
見
に
反
対
し
て
こ
の
よ
う
な

G
erhard

の
見
解 

（im
 P

rooem
ium

 von 1625 zum
 ersten B

and seiner 

L
oci

） 

を
弁
護
し
た
。K

. B
arth

に
よ
る
と
、M

. C
hem

nitz
に
よ
っ
て
な
お

主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
対
象
は
神
と
諸
々
の

神
的
な
事
柄
で
あ
る
と
の
見
解
と
比
べ
る
と
、G

erhard

に
お
い
て
は
、
神
学

の
理
解
に
お
け
る
人
間
中
心
的
な
方
向
転
換
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

しW
allm

ann

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
神
学
の
主
体
と
し
て
の
人
間
に

つ
い
て
の
発
言
」
は
、G

erhard

の
場
合
、「
ま
だ
自
然
神
学
の
基
盤
か
ら
展

開
さ
れ
て
い
な
い
」（
53
）。
し
か
しB

arth

の
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
点
に

あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
後
に
な
っ
て
初
め
て
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、G

er-

hard

以
後
の
時
代
の
ル
タ
ー
派
正
統
主
義
の
い
わ
ゆ
る
分
析
的
方
法
論
の
枠
組

み
に
お
け
る
自
然
神
学
の
人
間
中
心
的
機
能
は
、
神
学
の
対
象
の
規
定
に
お
け

る
あ
の
方
向
転
換
の
結
果
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

G
erhard

は
神
学
の
目
標
を
人
間
の
至
福
の
外
に
、
さ
ら
に
神
の
栄
光
の
う
ち

に
も
み
て
い
た （
拙
著:

W
issenschaftstheorie und T

heologie, 1973, 236f.

を
参
照
）。
し
か
し
彼
は
、D

uns Scotus

と
共
に
神
御
自
身
を
神
学
の
形
式
的

対
象
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
4
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著:

W
issenschaftstheorie und T

heologie, 1973, 

230
-240.

を
参
照
。

（
5
） 

G
. Sauter （T

R
E

9, 1982, 45 （D
ogm

atik I

）） 

の
判
断
も
参
照
。
し
か
もSau-

ter

は
、
分
析
的
方
法
の
導
入
に
よ
り
「
教
義
学
者
は
教
義
学
の
内
的
中
心
に
」

な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

（
6
） 

D
uns Scotus O

rd. P
rol. p. 5 q1

-5, E
d. Vat. I, 1950, 207ff. （n. 314ff.

）, bes. 
211f. （n. 324

）.

（
7
） 

E
bd. 217f.

（n. 332
-333

）.

（
8
） 

D
uns Scotus （ebd. 215ff. （n. 330

-331

））
自
身
の
塾
考
を
参
照
。

（
9
） 

特
にB

. G
eyer

:
Facultas theologica.　

E
ine bedeutungsgeschichtliche 

U
nter suchung, in

:
ZK

G
75, 1964, 133

-145.

は
、
こ
の
こ
と
を
印
象
的
な

仕
方
で
指
摘
し
た
。G. E

beling

に
よ
る
、資
料
の
充
実
し
た
項
目:

T
heologie 

I B
egriffsgeschichtlich, in R

G
G

6, 1962, 757f.

も
参
照
。
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
神
学
の
な
か
で
、
特
に
神
学
概
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
はG

. C
alixt

で
あ
る
。
彼
は
、
大
学
に
お
け
る
神
学
の
具
体
的
な
制
度
化
と
の
関
連
で
こ
れ

に
言
及
し
て
い
る
。

（
10
） 

D
uns Scotus O

rd. P
rol. p. 3 q1

-3, E
d. Vat. I, 135f. （n. 200f.

）.

（
11
） 

拙
著
：W

issenschaftstheorie und T
heologie 249

-255.

を
参
照
。

（
12
） 

E
bd. 255

-266.

の
詳
論
を
参
照
。

（
13
） 

G
. Sauter

:
D

ogm
atik I, in

:
T

R
E

 9, 1982, 41
-77, 42f.

（
14
） 

以
下
の
内
容
に
つ
い
て
は
、M

. E
lze

:
D

er B
egriff des D

ogm
as in der 

A
lten K

irche, ZT
hK

 61, 1964, 421
-438, sow

ie T
R

E
9, 1982, 26

-34 

（D
ogm

a I, U
. W

ickert

） 

を
参
照
。

（
15
） 

N
ovella 131 de ecclesiasticis titulis

:

《 quattuor synodorum
 dogm

ata 

sicut sanctas scripturas accipim
us

》 （C
.E

. Zachariae a L
ingenthal:

Im
p.

Justiniani P
P. A

. N
ovellae quae vocantur sive C

onstitutiones quae extra 
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六
〇

̶ ̶

codicem
 supersunt ordine chronologico digestae II, L

eipzig 1881, 267, 

N
r. 151

）.
（
16
） 

M
. E

lze a.a.O
. 435f.

（
17
） 

E
bd. 438.

（
18
） 

「
教
会
の
聖
な
る
職
務
」
に
関
す
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
福
音
ル
ー

テ
ル
教
会
の
共
同
宣
言
の
解
説 （„D

as geistliche A
m

t in der K
irche “, 1981, 

40
） 

に
み
ら
れ
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
位
置
に
関
す
る
記
述
を
参
照
。

（
19
） 

そ
の
模
範
的
な
例
と
し
て
、J. H

aberm
as

に
対
す
るA

. B
eckerm

ann
:

D
ie 

realistischen Voraussetzungen der K
onsenstheorie von J. H

aberm
as, 

in
:

Zeitschrift f. A
llgem

. W
issenschaftsththeorie 3, 1972, 63

-80.

の
批

判
を
参
照
。B

eckerm
ann

は
次
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
判
断
者
の
意

見
の
一
致
の
な
か
に
、
諸
々
の
事
態
と
の
、
諸
々
の
主
張
に
お
い
て
要
求
さ
れ

て
い
る
一
致
の
た
め
の
判
断
基
準
を
み
い
だ
そ
う
と
す
るH

aberm
as

の
試
み

は
、
循
環
的
論
証
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
らH

aberm
as

は
、

内
容
的
な
意
見
の
一
致
を
単
な
る
慣
習
的
な
意
見
の
一
致
か
ら
区
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、「
権
限
の
あ
る
」
判
断
と
い
う
概
念
を
引
き

合
い
に
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
20
） 

E
. Schlink

:
T

heologie der lutherischen B
ekenntnisschriften, 3. A

ufl. 

1948, 43
-47, sow

ie 280f.

を
参
照
。

（
21
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、 E

. Schlink a.a.O
. 23

-35.

の
詳
論
を
参
照
。
ま
た
拙
著
： 

W
as ist eine dogm

atische A
ussage?, in

:
G

rundfragen system
atischer 

T
heologie I, 1967, 159

-180, bes. 159ff.

も
参
照
。

（
22
） 

K
. R

ahner und K
. L

ehm
ann in

:
M

ysterium
 Salutis I, 1965, 668ff. D

as 

letzte Zitat 672.　

こ
の
批
判
は
、
福
音
主
義
の
釈
義
の
諸
々
の
判
断
を
よ
り

ど
こ
ろ
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
特
にE

. K
äsem

ann

に
よ
っ
て
際

立
つ
仕
方
で
定
式
化
さ
れ
て
い
る 

（B
egründet der neutestam

entliche 

K
anon die E

inheit der K
irche? in

:
E

vangelische T
hologie 11, 1951/52, 

13
-21

）。

（
23
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著:

W
as ist eine dogm

atische A
ussage?, in

: 

G
rundfragen system

atischer T
hologie I, 1967, 159

-180, bes. 164f., 

sow
ie 166ff.

を
参
照
。
聖
書
の
統
一
性
に
つ
い
て
は
、
歴
史
│
批
評
的
研
究
の

諸
々
の
成
果
の
光
に
照
ら
し
て
、
せ
い
ぜ
い
こ
の
よ
う
な
中
心
的
内
容
に
関
し

て
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
言
明
の
矛
盾
の
な
い

一
致
の
意
味
に
お
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
24
） 

K
. B

arth
:

K
irchliche D

ogm
atik I/1, 1932, 284.　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙

著:
G

rundfragen system
atischer T

heologie I, 1967, 180.

を
参
照
。

（
25
） 

こ
こ
で
は
、
次
の
こ
と
が
暫
定
的
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
教
義
学
的
本

文
の
な
か
に
包
含
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
断
言
文
は
、（
信
仰
告
白
と
い
う
） 

参

与
の
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
諸
々
の
遂
行
的
発
言
は
別
と
し
て
、断
言
文
と
し
て
、

し
た
が
っ
て
そ
の
認
識
論
的
要
求
に
応
じ
て
真
剣
に
取
り
扱
わ
れ
る
。

（
26
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著:

W
issenschaftstheorie und T

heologie, 1973, 

407f.

を
参
照
。

（
27
） 

こ
の
箇
所
の
釈
義
に
つ
い
て
は
、U

. W
ilckens

:
D

er B
rief an die R

öm
er II, 

1980, 35
-37.

を
参
照
。

（
28
） 

教
父
の
神
学
命
題
論
集
と
《
神
学
》
の
対
象
と
し
て
の
聖
書
の
関
係
に
関
す
る

十
三
世
紀
の
神
学
の
熟
考
に
つ
い
て
は
、U

. K
öpf a.a.O

. 113ff.

を
参
照
。
例

え
ば
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス 

（S. thol. I, 1a 8 ad 2

） 

の
場
合
、
聖
書
は
、
キ

リ
ス
ト
教
の
教
理
の
本
来
的
権
威
の
基
盤
と
し
て
、
教
父
た
ち
の
権
威
と
明
確

に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
聖
書
に
基
づ
い
て
提
示
さ
れ
る
べ
き
信
仰
箇
条
の
概
念

に
つ
い
て
は
、S. theol. II/2, 1a 7 und ebd. a 9 ad 1.

を
参
照
。
そ
の
か
ぎ
り

で
、
例
え
ば
、J.A

. Q
uenstedt:

T
heologia didactico

-polem
ica sive sys-

tem
a theologicum

 pars I, c. 5 

（L
eipzig 1715, 348ff.

） 

に
み
ら
れ
る
よ
う

な
、
諸
々
の
信
仰
箇
条
に
関
す
る
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
理
は
こ
れ
と
一
致

す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
聖
書
そ
れ
自
体
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
信
仰
箇
条
の
公

布
を
主
張
し
、
古
代
教
会
の
諸
信
条
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
要
約
の
完
全
性
を
否

定
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
特
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス 

（S. theol. II/2, 
1a10

） 

の
よ
う
な
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
《Sum

m
us Pon-

tifex

》、
つ
ま
り
教
皇
が
信
仰
告
白
の
新
し
い
本
文
を
確
定
す
る
（《nova edi-

tio sym
boli

》）
権
限
に
異
論
を
唱
え
た 

（Q
uenstedt 1. c. 356f.

）。N
ic. 

H
unnius 

（E
pitom

e C
redendorum

 

（1625

） 1702

以
後
の
、
諸
々
の
信
仰
箇

条
の
基
礎
的
な
も
の
と
基
礎
的
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

R
.D

. P
reus a.a.O

.

（o. A
nm

. 2

） 143
-154

を
参
照
。

117



六
一

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
『
組
織
神
学
』（
I
│
1
）

̶ ̶

（
29
） 

「positiver

」
神
学
と
「gelehrter

」
神
学
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
拙
著: 

W
issenschaftstheorie und T

heologie, 1973, 241ff.

を

参

照
。J.A

. 

Q
uenstedt:

T
heologia didactico

-polem
ica, L

eipzig 1715, 13, T
hese 21

に
お
い
て
は
、
反
対
にpositive T

heologie

とgelehrte 

（„didaktische “

） 
T

heologie

は
同
一
視
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は„katechetischen “ T

heolo-

gie 

（12 T
hese17

） 

と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
聖
書
の
内
容
の
要
約
的
論

究
と
記
述
と
し
て
の
教
義
学
に
つ
い
て
は
、
拙
著:

W
issenschaftstheorie 

und T
heologie 407f. 

を
参
照
。

（
30
） 

J.F. B
uddeus

:
Isagoge historico

-theologica ad theologiam
 universam

 

singulasque eius partes,L
eipzig 1727, 303.　

組
織
神
学
の
概
念
は
す
で
に

比
較
的
早
い
時
期
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。例
え
ばJ.A

. 

Q
uenstedt

は
、《theologia didactica

》
と
い
う
彼
の
愛
す
る
表
題
の
代
わ
り

に
こ
の
概
念
を
用
い
て
い
る
。

（
31
） 

こ
れ
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
に
お
け
る
演

繹
的
原
理
の
学
と
し
て
の
神
学
の
記
述
に
当
て
は
ま
る 

│ 

も
ち
ろ
ん
そ
こ

で
は
、
信
仰
箇
条
が
明
白
な
理
性
の
諸
原
理
の
位
置
を
占
め
て
い
る （S. theol. 

I, 1 a 2

） 

。
こ
れ
は
ま
た
、
諸
々
の
目
的
概
念
に
基
づ
く
実
践
的
学
問
と
し
て

の
そ
の
記
述
に
も
当
て
は
ま
る （
拙
著:

W
issenschaftstheorie und T

heolo-

gie 226
-240.

を
参
照
）。

（
32
） 

十
三
世
紀
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
討
論
に
つ
い
て
は
、U

. K
öpf a.a.O

, 174ff., 

178ff.

を
参
照
。

（
33
） 

例
え
ば
、J. G

erhard
:

L
oci theologici, 476 

（hg. F. Frank, L
eipzig 1885, 

212

）.

を
参
照
。J.A

. Q
uenstedt

の
詳
述
に
つ
い
て
は
、J. B

auer
:

D
ie Ver-

nunft zw
ischen O

ntologie und E
vangelium

.　

E
ine U

ntersuchung zur 

T
heologie  Johann A

ndreas Q
uenstedts, G

ütersloh 1962, 111
-119.

を
参

照
。

（
34
） 

B
. L

ohse
:

R
atio und Fides

:
E

ine U
ntersuchung über die ratio in der 

T
heologie Luthers, 1958, 104ff.　

B
. H

ägglund
:

T
heologie und P

hiloso-

phie bei Luther und in der occam
istischen Tradition.　

Luthers Stellung 

zur T
heorie von der doppelten W

ahrheit, Lund 1955, 90ff. 94ff.

（
35
） 

B
. L

ohse a.a.O
. 116.

は
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
真
理
の
統
一
性
に
言
及
し
、
こ

れ
に
つ
い
て
はW

A
 26, 286, 32f. （„W

as nicht w
idder schrifft und glauben 

ist, das ist auch w
idder keine folge “

） 

を
参
照
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

一
五
一
七
年
のD

isputatio contra scholasticam
 theologiam

 

（W
A

1, 226, 

21ff.

） 

に
お
け
る
三
段
論
法
に
よ
る
演
繹
法
に
反
対
す
る
諸
々
の
厳
格
な
定
式

化
は
、
た
し
か
に
「
特
定
の
ケ
ー
ス
で
は
」（117

） 

つ
ま
り
信
仰
箇
条
の
場
合

に
は
、
論
理
の
法
則
の
止
揚
に
つ
い
て
語
る
き
っ
か
け
をL

ohse

に
与
え
て
い

る 

│ 

彼
は
、
ル
タ
ー
が
他
の
諸
関
連
で
自
ら
三
段
論
法
を
用
い
て
論
証
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
し
た
が
っ
て
も
ち
ろ
ん
ル

タ
ー
の
神
学
的
論
証
の
う
ち
に
は
、
二
重
真
理
の
仮
定
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
理
性
の
使
用
の
歴
史
的
特
色
に

よ
り
い
っ
そ
う
注
目
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
印
象
は
消
え
て
行

く
で
あ
ろ
う
。

（
36
） 

T
hom

as von A
quin S. theol. I, 32, 1 ad 2

:

《ratio 

… quae radici iam
 posi-

tae ostendat congruere consequentes effectus.

》
ト
マ
ス
は
そ
の
例
と
し

て
興
味
深
い
仕
方
で
、「
現
象
を
救
う
た
め
の
」
軌
道
を
外
れ
た
運
行
形
式
と

軌
道
と
い
う
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
天
文
学
的
仮
定
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
近

代
の
仮
定
概
念
の
前
史
に
属
す
る
記
述
形
式
を
上
げ
て
い
る
。

（
37
） 

真
理
の
首
尾
一
貫
性
の
理
論
と
、
真
理
の
概
念
と
真
理
の
批
判
と
し
て
の
首
尾

一
貫
性
の
関
係
、
さ
ら
に
真
理
概
念
に
お
け
る
一
致
お
よ
び
合
意
の
諸
々
の
契

機
と
首
尾
一
貫
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
、s.62f.

とs.34f.

を
参
照
。

（
38
） 

J. B
auer a.a.O

. 113 zu J.A
. Q

uenstedt.

（
39
） 

た
し
か
に
ト
マ
ス
は
後
に
、
他
の
す
べ
て
の
信
仰
箇
条
は
神
の
存
在
の
な
か
に

含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
具
合
に
、
信
仰
箇
条
は （
理
性
の
諸
原
理
と
類
比
的
に
） 

互
い
に
ひ
と
つ
の
体
系
的
秩
序
の
な
か
に
あ
る
と
述
べ
て 

（S. theol. II/2, 1 a 
7

）、
こ
の
や
り
方
を
正
当
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
神
学
概
念
に
よ
る
と
、

神
学
の
学
問
性
は
啓
示
さ
れ
た
諸
原
理
に
基
づ
く
の
に
対
し
、
彼
に
よ
る
こ
の

関
連
の
再
構
成
が
、
理
性
の
神
証
明
の
結
果
と
し
て
の
神
の
存
在
か
ら
出
発
し

て
い
る
こ
と
に
み
ら
れ
る
緊
張
関
係
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
解
消
さ
れ
な
い
。

Sum
m

a contra G
entiles, I, 9 

の
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
方
法
論
的
詳
説
も
参
照
。
こ

こ
で
は
、
目
的
措
定
が
明
ら
か
に
弁
証
論
的
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
他
の

事
態
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ト
コ
ー
ト
ゥ
ス
は
、
こ
こ
で
ト
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̶ ̶

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
学
概
念
の
な
か
に
あ
る
緊
張
に
気
づ
き
、
鋭
く
指
摘

し
て
い
る
。
彼
は
、
神
の
存
在
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
神
学
的
真
理
が
包
含
さ
れ

て
い
る
と
い
う
見
解
に
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
信
仰
の
あ
ら
ゆ
る
言
明
を

自
然
的
理
性
を
通
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解 

│ 《et ita 
totam

 theologiam
 naturaliter acquirere

》 （O
rd. prol. p. 3 q. 1

-3, E
d. Vat. 

I, 1950, 107, n. 159

） 

│ 

に
異
論
を
唱
え
て
い
る
。ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ

ス
自
身
は
、
こ
れ
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
支
持
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

堕
罪
の
状
態
に
あ
る
人
間
の
神
学
的
認
識
は
神
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
対
象
と

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
普
遍
的
存
在
概
念
が
、
有
限
な
存
在
と
無
限
な
存
在

の
根
本
的
差
異
を
乗
り
越
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
普
遍
的
存
在
概
念
に

基
づ
い
て
の
み
神
を
対
象
と
す
る
、
と
の
見
解
で
あ
る
（ebd. N

r. 168 p. 

110f.

）。

（
40
） 

U
. K

öpf a.a.O
. 194

-198
:

D
as Verifikationsproblem

, vgl. auch 207f., 209.　

上
記
注 （
30
）
に
引
用
さ
れ
て
い
るJ.F. B

uddeus

の
言
明
も
参
照
。
そ
れ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
真
理
の
理
論
的
証
明 
（《probare

》） 

と
論
証
的
確
認 

（《confirm
are

》）
と
い
う
課
題
を
組
織
神
学
に
負
わ
せ
て
い
る
。

（
41
） 

こ
の
か
ぎ
り
で
、
神
学
の
学
問
性
の
特
徴
と
し
て
、
神
学
の
「
中
心
内
容
に
即

し
て
い
る
こ
と
」（K

. B
arth, K

irchliche D
ogm

atik I/1, 1932, 7

） 

を
求
め
る

こ
と
は
た
し
か
に
正
し
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
満
た
さ
れ
う
る
た
め
の
判
断
基

準
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
42
） 

L
.B

. P
untel:

W
ahrheitstheorien in der neueren P

hilosophie, D
arm

stadt 

1978.

は
、
種
々
の
真
理
論
の
概
観
を
提
供
し
て
い
る
。
今
日
、
特
にJ. 

H
aberm

as

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
真
理
の
同
意
理
論
に
つ
い
て
は
、s. 

142
-164.

を
、
首
尾
一
貫
性
の
理
論
に
つ
い
て
は
、ebd. 172

-204, 211ff.

を

参
照
。
そ
の
他
の
諸
々
の
真
理
論
の
基
点
と
し
て
の
一
致
の
理
論
に
関
し
て
は 

（
も
し
く
は
真
理
概
念
の
意
味
論
的
解
釈
に
関
し
て
は
）、ebd. 9.

を
参
照
。
以

下 （S. 58ff., bes. 62f.

） 

の
詳
述
も
参
照
。 

（
43
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、K

. H
eim

:
D

as G
ew

ißheitsproblem
 in der system

ati-

schen T
heologie bis zu Schleierm

acher, L
eipzig 1911, 19ff. und 24ff.

に

よ
る
、
依
然
と
し
て
読
む
価
値
の
あ
る
詳
論
を
参
照
。
彼
は
、
初
期
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
派
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
問
題
の
異
な
る
解
決
法
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
んH

eim

は
、
最
高
善
と
し
て
の
神
と
の
関
係
を
通
し

て
信
仰
に
関
す
る
意
見
の
一
致
に
至
る
と
い
う
動
機
を
考
慮
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
にM

. Seckler
:

Instinkt und G
laubens-

w
ille nach T

hom
as von A

quin, M
ainz 1961, 98ff.

を
参
照
。108ff. und schon 

93ff.

も
参
照
。

（
44
） 

そ
の
典
拠
と
し
て
、 J. Finkenzeller

:
O

ffenbarung und T
heologie nach der 

L
ehre des Johannes D

uns Skotus, M
ünster 1961, 94ff., bes. 99f.

を
参
照
。

（
45
） 

E
bd. 51f.

（
46
） 

E
bd. 53.

（
47
） 

E
bd. 54ff.

詳
細
に
つ
い
て
は
、 H

. Schüssler
:

D
er P

rim
at der H

eiligen 

Schrift als theologisches und kanonistisches P
roblem

 im
 Spätm

ittelal-

ter, W
iesbaden 1977, 61

-158. bes. 109ff.

を
参
照
。

（
48
） 

B
. H

ägglund
:

D
ie H

eilige Schrift und ihre D
eutung in der T

heologie 

Johann G
erhards. E

ine U
ntersuchung über das altlutherische Schrift-

verständnis, Lund 1951, 64ff.

（
49
） 

J. W
allm

ann
:

D
er T

heologiebegriff bei Johann G
erhard und G

eorg 

C
alixt, 1961, 5A

nm
. 2.

（
50
） 

G
erhard

に
お
け
る
こ
の
傾
向
と
神
学
概
念
の
諸
々
の
含
意
と
の
格
闘
に
つ
い

て
は
、W

allm
ann a.a.O

. 47ff.

を
参
照
。

（
51
） 

こ
の
記
述
形
式
の
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、J.K

r. K
önig

:
T

heologia posi-

tiva acroam
atica 

（1664

）, D
e T

heologiae P
raecognitis §52, §57ff.

を
参

照
。

（
52
） 

R
.D

. P
reus

:
T

he T
heology of Post

-R
eform

ation L
utheranism

.　

A
 

Study of T
heological P

rolegom
ena, 1970, 255ff.　

注 （
47
） 

に
お
い
て
挙

げ
ら
れ
た H

. Schüssler

の
著
作
、
特
に
中
世
に
お
け
る
聖
書
の
充
足
性
の
観

念
の
前
史
に
言
及
し
て
い
る
箇
所 （73ff.

）
を
参
照
。

（
53
） 

H
. Jedin, G

eschichte des K
onzils von Trient II, 1957, 42

-82
;

J.R
. 

G
eiselm

ann
:

D
as K

onzil von Trient über das Verhältnis der H
eiligen 

Schrift und der nichtgeschriebenen Tradition, in
:

M
. Schm

aus （H
g.

）: 
D

ie m
ündliche Ü

berlieferng, 1957, 123
-206.　

G
eiselm

ann

の
見
解
の
包

括
的
か
つ
結
論
的
記
述
は
、
彼
の
書
物 （D

ie H
eilige Schrift und die Tradi-
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六
三

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
『
組
織
神
学
』（
I
│
1
）

̶ ̶

tion, 1962, bes. 91ff., 158ff.

） 

に
み
ら
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
に
お
け
る
こ

の
問
い
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、P. L

engsfeld
:

Tradition und H
eilige 

Schrift 

― ihr Verhältnis, in
:

M
ysterium

 Salutis （hg. J. Feiner/M
. L

öh-

rer

） I, 1965, 463
-496, bes. 468ff.

も
参
照
。

（
54
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、J. R

azinger,in
:

D
as Zw

eite Vatikanische K
onzil II

（LT
hK

, E
rgänzungsband

） Freiburg 1967, 573a.

の
注
も
参
照
。

（
55
） 

F. B
eisser

:
C

laritas scripturae bei M
arin Luther, 1966, bes. 75

-130.

は
、

ル
タ
ー
の
見
解
の
包
括
的
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
に
反
対
す
る

ル
タ
ー
に
お
い
て
特
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
各
人
の
う
ち
に
確
立
さ
れ

て
い
る
人
格
的
な
信
仰
の
確
か
さ
と
い
う
「
内
的
明
晰
性
」
で
は
な
く
、
教
会

の
宣
教
職
が
そ
れ
へ
と
招
か
れ
て
い
る
聖
書
解
釈
に
お
け
る
聖
書
の
い
わ
ゆ
る

「
外
的
明
晰
性
」
で
あ
る
（88ff. 92

）。
外
的
明
晰
性
に
属
す
る
の
は
、
普
遍
妥

当
的
説
得
力
を
も
っ
て 
（《com

m
unis 

…
… sensus iudicio

》:
W

A
18, 656, 

39f.

） 

聖
書
の
内
容
を
貫
徹
す
る
「
外
的
決
定
」（W

A
18, 652f.

） 

で
あ
る
。
拙

著:
G

rundfragen system
atischer T

heologie I, 1967, 64f. und 163f.

に
お

け
る
詳
論
も
参
照
。

（
56
） 

J.A
. Q

uenstedt a.a.O
. 169.

（
57
） 

E
bd. 200f. Q

uenstdt

は
、
そ
の
な
か
で
一
六
〇
九
年
の
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
派
の

R
akow

er K
atechism

us 

の
解
釈
原
則
に
お
お
む
ね
同
意
し
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、 K

. Schoder
:

U
rsprünge und P

roblem
e der B

ibelkritik im
 

17. Jahrhundert, 1966, 47f.

を
参
照
。
た
だ
し
、
理
性
と
の
一
致 

（《sana 
ratio

》） 

に
対
す
る
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
派
の
要
求
と
、
聖
書
の
諸
言
明
に
基
づ
く

諸
々
の
結
論
が
、
啓
示
さ
れ
た
教
理
に
共
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る

ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
派
の
拒
絶
だ
け
は
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
派
の

教
義
批
判
と
っ
て
矛
盾
の
原
理
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、ebd. 50.

を
参
照
。

（
58
） 

Q
uenstedt. a.a.O

. 210, vgl. 186ff.

（
59
） 

M
. C

hem
nitz

:
E

xam
en C

oncilii Tridentini 

（1578

） hg. E
. P

reuss 1861, 

67 n. 6.

（
60
） 

J. R
atzinger a.a.O

. （A
nm

. 54

） 520.

も
こ
う
述
べ
て
い
る
。

（
61
） 

H
. E

ngelland
:

M
elanchthon, G

laube und H
andeln 1931, 179

-188.

（
62
） 

B
. H

ägglund a.a.O
. 

（oben A
nm

. 48

） 118ff., bes. zu G
erhards L

oci II, 

217ff.

（
63
） 

E
bd. 71ff. und bes. 77, vgl. 86.

（
64
） 

A
. Polanus

:
Syntagm

a theologiae C
hristianae 1624 I, 16  

（zit. bei H
. 

H
eppe u.E

. B
izer

:
D

ie D
ogm

atik der evangelisch
-reform

ierten K
irche, 

1958, 11

）.

（
65
） 

H
. C

rem
er R

E
 IX

, 3. A
ufl. 1901, 191 （A

rt. Inspiration

）. R
.D

. P
reus a.a.O

. 

273
-295.

も
参
照
。

（
66
） 

J.A
. Q

uenstedt:
T

heologia didactico 

― polem
ica sive system

a theolo-

gicum
, L

eipzig 1715, 102
;

《Si enim
 unicus Scripturae versiculus, ces-

sante im
m

ediato Spiritus S.influxu,conscriptus est, prom
ptum

 erit 

Satana idem
 de toto capite, de integro libro, de universo denique codice 

B
iblico excipere, et per consequens, om

nem
 Scripturae auctoriatem

 

elevare.

》E
bd. 100f.

も
参
照
。

（
67
） 

B
. H

ägglund

は
、J. G

erhard

に
お
け
る
聖
霊
の
《
内
的
証
明
》
に
関
す
る
彼

の
諸
詳
論
の
な
か
で
、
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る 

（op. cit.

（o. A
nm

. 48

） 
90ff., 94ff.

）。R
.D

. P
reus a.a.O

. 302f.

も
同
様
で
あ
る
。

（
68
） 

C
alvin Inst. rel. chr., I9, 3 :

《

…ita suae quam
 in scripturis expressit 

veritati inhaerere spiritum
 sanctum

,ut vim
 tum

 dem
um

 suam
 proferat 

atque exserat ubi sua constat verbo reverentia ac dignitas.

》C
alvin

は
、

言
葉
と
霊
の
関
係
が
相
互
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。《M

utuo enim
 

quodam
 nexu D

om
inus verbi spiritusque sui certitudinem

 inter se 

copulavit;
ut solida verbi religio anim

is nostris insidat,ubi affulget spiri-

tus qui nos illic （!

） D
ei faciem

  contem
plari faciat.

》

（
69
） 

Q
uenstedt a.a.O

. 110 （Ic. 4p. 2q. 4

） 

は
、M

. F
lacius 

を
証
人
と
し
て
引
き

合
い
に
出
し
つ
つ
こ
う
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、R

.D
. P

reus a.a.O
. 

288ff.

を
、
ま
た
適
応
理
論
の
い
っ
そ
う
の
展
開
に
つ
い
て
は
、G

. 

H
ornig

:
D

ie A
nfänge der historisch

-kritischen T
heologie.　

Johann 

Salom
o Sem

lers Schriftverständnis und seine Stellung zu Luther, 1961, 

211ff.

を
参
照
。

（
70
） 

K
. Scholder

:
U

rsprünge und P
roblem

e der B
ibelkritik im

 17.　

Jahr-

hundert. E
in B

eitrag zur E
ntstehung der historisch

-kritischen T
heolo-
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gie, 1966, 68f.

（zu K
epler

） und 73 （zu G
alilei

）.
（
71
） 

Scholder a.a.O
. 149ff.

（
72
） 

Spinoza

も
彼
の
『
神
学
的
│
政
治
的
論
文
』 （1670

） 

の
第
二
章
で
、
神
の
啓

示
の
受
領
者
の
理
解
能
力
に
対
す
る
そ
の
啓
示
の
適
応
を
、
彼
の
聖
書
解
釈
の

基
本
原
則
と
し
た 

（
第
七
章
も
参
照
）。
彼
は
こ
の
視
点
を
す
で
に
奇
跡
信
仰

の
批
判
に
も
適
用
し
て
い
た （
第
六
章
）。

（
73
） 

E
. B

izer
:

D
ie reform

ierte O
rthodoxie und der C

artesianism
us, 

ZT
hK

55, 1958, 306
-372, bes. 367f.

（
74
） 

Sim
on

に
つ
い
て
は
、P. H

azard
:

D
ie K

rise des europäischen G
eistes （frz. 

1935

） dt. 1939, 215
-234. 

を
参
照
。

（
75
） 

G
. H

oring
:

D
ie A

nfänge der historisch
-kritischen T

heologie. Johann 

Salom
o Sem

lers Schriftverständnis und seine Stellung zu Luther, 1961, 

70.

に
お
け
る
引
用
文
。

（
76
） 

B
. de Spinoza

:
T

heologisch
-politischer Traktat （1670

）, deutsch von C
. 

G
ebhard 5. A

ufl. 1955 

（P
hilos. B

ibl. 93
）, 135, 14f., vgl. 140, 15ff., 150, 

2ff.

（K
ap. 7

）.

（
77
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著:

D
ie K

rise des Schriftprinzips, in
:

G
rundfragen 

system
atischer T

heologie I, 1967, 11
-21.

を
参
照
。

（
78
） 

D
uns Scotus

に
お
け
る
判
断
基
準
の
教
理
の
解
体
に
つ
い
て
は
、J. Finken-

zeller 

（oben A
nm

.44

） 38ff.

を
、
聖
書
の
霊
感
に
対
す
る
信
仰
の
条
件
と
し

て
の
聖
書
の
諸
言
明
の
不
謬
性
に
つ
い
て
は
、42f.

を
参
照
。
古
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
教
義
学
に
お
い
て
、
判
断
基
準
の
教
理
は
従
属
的
役
割
を
演
じ
て
い
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
信
憑
性
の
諸
々
の
判
断
基
準
は
、
聖
霊
の
証
言

と
異
な
っ
て
《fides hum

ana

》
に
す
ぎ
ず
、
完
全
な
確
実
性
を
根
拠
づ
け
る

こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る 

（R
.D

. P
reus a.a.O

. 300f., vgl. J.A
. 

Q
uenstedt a.a.. 140ff.

）。
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
主
義
の
見
解
に
つ
い
て
は
、Schol-

der 45ff.

を
参
照
。

（
79
） 

G
. H

ornig a.a.O
. 76. Sem

ler

に
お
け
る
神
の
言
葉
と
聖
書
の
区
別
に
つ
い
て

は
、ebd, 84

-115

を
、
ま
た
神
の
言
葉
の
宣
教
は
も
と
も
口
頭
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
立
場
に
つ
い
て
は
、ebd. 64f.

を
参
照
。

（
80
） 

R
.D

. P
reus a.a.O

. 216
-226.

（
81
） 

In der zw
eiten, polem

ischen A
bteilung des K

apitels heißt in q. 3ekth. 5
: 

《E
st enim

 haec inform
atio divina,qua fiunt T

heologi,operatio gratiae

》 
Spiritus S. 《non praecise

》 inhabitantis,

《sed potius

》 assistentis,

《quam
 

gratiam
 assistentem

 certo m
odo etiam

 habent irregeniti et im
pii.　

In 

illis vero,qui re et nom
ine T

heologi  sunt, i.e. qui non tatum
 habitu 

T
heologico, ut sic, instructi, sed sim

ul renati sunt, sive fideles et pii, in 

illis T
heologia non tantum

 a Spiritu S. sed etiam
 cum

 Spiritu S. est, et 

cum
 gratiosa ejus inhabitatione conjuncta

》 （a.a.O
. 23

）.

（
82
） 

R
.D

. P
reus a.a.O

. 228
-232.　

も
ち
ろ
んP

reus 

は
、N

eum
ann

を
よ
り
古

い
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
の
反
対
者
に
含
め
た
点
で
誤
っ
て
い
る
。C

.H
. R

at-

schow
 （Lutherische D

ogm
atik zw

ischen R
eform

ation und A
ufklärung I, 

1964

） 

は
、Q

uenstedt 

と H
ollaz

の
う
ち
に
す
で
に
神
学
と
個
人
的
信
仰
の

区
別
が
み
ら
れ
、B

uddeus 

に
よ
っ
て
初
め
て
敬
虔
主
義
的
な
意
味
で
そ
れ
が

修
正
さ
れ
た
こ
と
を
、
典
拠
を
挙
げ
て
証
明
し
た 

（37, B
elege 56f.

）。
信
仰

と
神
学
の
関
係
に
関
す
るP

h. J. Spener

の
詳
論
に
つ
い
て
は
、E

. 

H
irsch

:
G

eschichte der neuern evangelischen T
heologie II, 1951, 

107f., 111ff.

を
参
照
。Spener

の
場
合
、
神
学
的
認
識
に
と
っ
て
信
仰
が
必

然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
だ
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
「
信
仰
そ
れ
自
体
の
、
観
念
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
た
精
神
的

内
容
の
発
生
に
お
い
て
、
宗
教
的
経
験
が
本
質
的
契
機
と
な
る
」（115

） 

こ
と

を
意
味
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
でSpener

は
ま
だ
聖
書
神
学
者
で
あ
っ

た
。

（
83
） 

E
. H

irsch a.a.O
. 200ff., bes. 202f.

（
84
） 

J.Fr. B
uddei C

om
pendium

 Institutionum
 theologiae dogm

aticae, L
eibzig 

1724, I, 1 §48
-56 

（p 42ff.

）.　

た
し
か
にB

uddeus

は
、《doctrina

》
と
し

て
の
概
念
の
客
観
的
な
意
味
で
の
神
学
は
、《irregenitis

》
に
も
近
づ
き
う
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
（I, 1 §50

）。
し
か
し§48

の
註
の
な
か
で
こ
う
述
べ
て

い
る
。《
…
… habitus ille docendi, et alios in rebus divinis erudiendi, 

absque fide 

…
… non nisi im

proprie theologia vocatur.

》Q
uenstedt

の
対

応
す
る
諸
々
の
定
式
化
と
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
変
化
は
わ
ず
か
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
強
調
点
は
明
ら
か
に
移
行
し
て
い
た
。
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六
五

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
『
組
織
神
学
』（
I
│
1
）

̶ ̶

（
85
） 

E
bd. I, 1 §17, vgl. §21 A

nm
.

（
86
） 

J.S. Sem
ler

:
Versuch einer freiern theologischen L

ehrart, H
alle 1777, 

97.

（
87
） 

B
uddeus

の
教
義
学
の
第
一
章
の
表
題
は
《D

e religione et theologia

》
で

あ
る
。
彼
は
、
自
然
宗
教
と
、
旧
約
聖
書
の
族
長
以
来
の
神
の
諸
啓
示
の
歴
史

に
関
す
る
詳
細
な
記
述
の
後
で
初
め
て
、
特
に
キ
リ
ス
ト
の
啓
示 （§27ff.

）
と

信
仰
箇
条 

（§33ff.

） 

に
関
す
る
詳
細
な
記
述
の
後
で
初
め
て
、
神
学
の
概
念 

（§37ff.
） 
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

（
88
） 

Sem
ler a.a.O

. 188 

（§59

）.

「
学
問
的
」
神
学
と
い
う
彼
の
概
念
の
た
め
に

Sem
ler

はG
eorg C

alixt 

（188

） 

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、J. W

allm
ann

:
D

er T
heologieberiff  bei Johann G

erhard und 

G
eorg C

alxt, 1961, 95ff., 107ff. und bes. 113ff.

を
参
照
。

（
89
） 

こ
の
神
認
識
に
い
っ
そ
う
近
い
の
は
、
宗
教
に
つ
い
て
「
小
理
屈
を
こ
ね
る
」

私
的
神
学
で
あ
る
。「
考
え
る
人
間
で
あ
れ
ば
誰
で
も
そ
れ
に
対
す
る
実
際
的

な
権
利
を
も
ち
」、
し
か
も
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
一
つ
の
視
点
に
基
づ
い
て
い

る
。つ
ま
り
そ
れ
は
、「
考
え
る
す
べ
て
の
人
間
に
よ
っ
て
異
な
り
、各
自
に
と
っ

て
独
自
な
視
点
」（a.a.O

. 181

） 

で
あ
る
。T. R

endtorff:
K

irche und 

T
heologie.　

D
ie system

atische Funktion des K
irchenbegriffs in der 

neueren T
heologie, 1966, 36ff.

の
詳
論
を
参
照
。

（
90
） 

Sem
ler a.a.O

. 196ff., bes. 200f., auch 204.　

C
hr. M

att. P
faff, Institutio-

nes theologiae dogm
aticae et m

oralis, T
übingen 1719, 32 

（P
rol. art. 2 

§7, 1

）　

に
お
い
て
す
で
行
わ
れ
て
い
る
《artculi fundam

entales

》
の
概
念

の
相
対
化
を
参
照
。
そ
こ
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る:

《A
rticuli fundam

en-

tales non sunt iidem
 om

nibus sed pro varia revelationis m
ensura oeco-

nom
iarum

que divinarum
 ratione,pro varia et hom

inum
 capacitate 

anim
ique dispositione varia varri singulis sunt

》.

（
91
） 

E
bd. 184, 204 u, ö. 179, 202 

の
「
諸
々
の
表
象
様
式 （Vorstellungsarten

）」

と
い
う
表
現
も
参
照
。P

faff

に
関
し
て
は
、  E

. H
irsch

:
G

eschichte der 

neuern evangelischen T
heologie II, 1951, 336ff., bes. 350.

を
参
照
。

（
92
） 

Sem
ler a.a.O

. 192.

（
93
） 

K
.G

. B
retschneider

:
H

andbuch der D
ogm

atik der evangelisch
-

lutherischen K
icrhe I, 3. A

ufl. 1828, 16 

（§5aE
nde

） und 24f.

（§7

）.
B

retschneider

は
、
明
ら
か
に Sem

ler

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
後
者

と
共
に
「
わ
れ
わ
れ
の
教
会
の
教
義
学
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
新
た
な
章
が
」 

（§12S. 70

） 

が
始
ま
っ
た
。

（
94
） 
E

bd. 26.

（
95
） 

E
bd. 61ff.

（§11

）.

聖
書
に
基
づ
く
吟
味
に
つ
い
て
は 62f.

を
参
照
。

（
96
） 

A
. a.O

. 61,

（
97
） 

E
bd. 146

-253.　

興
味
深
い
の
は
、205f.

の
聖
霊
の
《testim

onium
 inter-

num

》 

に
対
す
るB

retschneider

の
懐
疑
的
な
詳
論
で
あ
る
。

（
98
） 

F. Schleierm
acher

:
D

er christliche G
laube 

（1821

） 2. A
usg. 1830, 19. 

K
urze D

arstellung des theologischen Studium
s 1811, 56 § 3 （=

Schleier-

m
achers kurze D

arstellung des theologischen Studium
s, K

rit. A
usg. von 

H
. Scholz, L

eibzig 1935, 74

）.

を
参
照
。

（
99
） 

教
義
学
に
お
け
る
「
聖
書
の
た
だ
…
…
批
判
的
な
使
用
」
に
反
対
す
る Schlei-

erm
acher

の
論
評:

D
er christliche G

laube, 2. A
usg. 1830, §131, 2.

を
参

照
。

（
100
） 

E
bd. §15.

（
101
） 

E
bd. §19, 1 und §25 Zusatz 

（sow
ie schon §19, 3

）.　

K
urze D

arstellung 

（1811

） 58f., §10
-16 （H

. Scholz 78f.

） 

も
参
照
。

（
102
） 

D
er christliche G

laube, 1830, §25 Zusatz.

（
103
） 

E
bd. §27, 4.　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、§128, 3.

も
参
照
。
こ
こ
で Schleierm

-

acher

は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、「
信
仰
の
こ
れ
ま
で
の
発
展
全
体
を
念
頭

に
置
き
、
こ
の
信
仰
そ
れ
自
体
を
、
救
済
を
必
要
と
す
る
心
情
の
な
か
で
、
た

だ
何
ら
か
の
報
知
や
学
問
を
手
段
と
し
て
生
ず
る
も
の
と
し
て
前
提
と
し
て
き

た
。
し
か
し
聖
書
は
、
同
じ
信
仰
を
個
人
に
言
明
す
る
も
の
と
し
て
の
み
挙
げ

て
き
た
」。「
教
理
は
、
そ
れ
が
聖
書
に
含
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト

教
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
な

ぜ
な
ら
む
し
ろ
教
理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
属
す
る
が
ゆ
え
に
の
み
、
聖
書
に
含

ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。

（
104
） 

J. M
üller

に
よ
る
と
信
仰
は
、「
宗
教
の
対
象
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
知
が
そ
こ

か
ら
流
れ
出
る《
源
泉
》」（D

ogm
atische A

bhandlungen, 1870, 34

） 

で
あ
る
。
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̶ ̶

主
体
的
な
信
仰
の
行
為
を
ま
ず
基
礎
づ
け
る
知
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
こ
れ
に

よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て
し
ま
う
。M

üller

に
よ
る
と
、
聖
書
の
権
威
も
そ
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
も
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
「
単
な
る
法
的
権
威
」（ebd. 44

） 

に
す
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
同

様
に
、M

. K
ähler

は
後
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。「《
神
学
的
前
提
》
は
信
仰
で

あ
り
」、
し
か
も
そ
れ
は
「
自
己
観
察
に
よ
っ
て
歴
史
を
越
え
た
も
の
へ
と
方

向
づ
け
ら
れ
て
い
る
」（D

ie W
issenschaft der christlichen  L

ehre, 1883, 2, 

A
ufl. 1893, 15f.

） 
認
識
の
前
提
と
確
証
と
し
て
機
能
す
る
信
仰
で
あ
る
。

K
ähler

の
見
解
に
つ
い
て
は
、J. W

irsching
:

G
ott in der G

eschichte.　

Studien zur theologiegeschichtlichen Stellung und system
atischen 

G
rundlegung der T

heologie M
artin K

ählers, 1963, 57ff., 67ff.

の
詳
論
を

参
照
。

（
105
） 

そ
の
範
例
的
で
、
し
か
も
理
論
的
に
高
水
準
な
著
作
は
、 F.H

.R
.v. Frank

: 

System
 der christlichen G

ew
ißheit I, E

rlangen 1870, 277f.

（§31

）, 283ff.

（§32

）, 114ff. 

（§17

）.

で
あ
る
。 Frank

の
論
証
の
諸
基
盤
に
つ
い
て
は
、 

H
.E

delm
ann

:
Subjektivität und E

rfahrung. D
er A

nsatz der theolo-

gischen System
bildung von F

ranz H
erm

ann R
einhold v. F

rank im
 

Zusam
m

enhang des „E
rlanger K

reises “, D
iss, M

ünchen 1980.

の
詳
細

な
分
析
を
参
照
。

（
106
） 

I.A
. D

orner
:

System
 der C

hristlichen G
laubenslehre I 

（1879
） 2. A

ufl. 

1886, §1.　

D
orner 

は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
経
験
は
す
べ
て
の
教
義
学
的
言
明

の
前
提
と
み
な
さ
れ
る
」（ebd. 4

） 

と
い
う
見
解
をSchleierm

acher

の
永
続

的
功
績
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

（
107
） 

E
bd. §12, 146ff. vgl. §11, 4f., 139ff.

（
108
） 

A
. R

itschl:
D

ie christliche L
ehre von der R

echtfertigung und Versöh-

nung III （1874

）, 3. A
ufl. 1888, 3 und 5 sow

ie 7f.

（
109
） 

W
. G

reive
:

D
er G

rund des G
laubens. D

ie C
hristologie W

ilhelm
 H

er-

rm
nanns, 1976.

を
参
照
。

（
110
） 

R
. B

ultm
ann

:
K

irche und L
ehre im

 N
euen Testam

ent, in G
lauben und 

Verstehen I, 1933, 157
;

T
heologie des N

euen Testam
ents, 1953, 475, 

vgl. 578f.

（
111
） 

K
. B

arth
:

D
ie christliche D

ogm
atik im

 E
ntw

urf, 1927, §7, 83ff.　

こ
の

対
置
に
お
い
て
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
教
義
学
の
《
対
象
》
で
あ
り
、
し
か

し
同
時
に
そ
の
基
礎
づ
け
、
つ
ま
り
神
の
言
葉
が
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
現
実

で
あ
る
」
そ
の
「
仕
方
」、「
あ
る
い
は
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
認
識
さ
れ

る
現
実
と
し
て
与
え
ら
れ
る
」
そ
の
「
方
法
」
で
あ
る
（
83
）。

（
112
） 

E
bd. 108, sow

ie 105 und 106.

（
113
） 

K
irchliche D

ogm
atik I/1, 1932, 16.　

今
や
こ
の
言
明
は
、
そ
れ
は
切
り
離

さ
れ
た
個
人
で
は
な
く
、
教
義
学
を
遂
行
す
る
教
会
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。こ
れ
に
よ
り
、一
九
二
七
年
の
定
式
の
う
ち
に
あ
っ

た
問
題
は
明
ら
か
に
回
避
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
定
式
に
よ
れ
ば
、「
敢
行
」
つ

ま
り
神
の
言
葉
の
現
実
を
考
慮
す
る
《petitio principii

》
が
教
義
学
の
始
め

に
く
る
の
で
あ
る （
前
注
を
参
照
）。

（
114
） 

D
ie chrisliche D

ogm
atik im

 E
ntw

urf, 1927, 87.

（
115
） 

こ
れ
は
、 W.W

. B
artley

:
T

he R
etreat to C

om
m

itm
ent, 1962.

の
ド
イ
ツ
語

訳
（1962

） 

の
表
題
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
視
点
か
ら
、

二
十
世
紀
半
ば
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
状
況
を
明
快
に
分
析
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著:

W
issenchaftstheorie und T

heologie, 1973, 

45ff.

を
参
照
。

（
116
） 

拙
著:

W
as ist eine dogm

atische A
ussage?, G

rundfragen system
atischer 

T
heologie I, 1967, 159

-180, bes. 172f.

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
教
義

学
的
言
明
の
普
遍
性
に
関
す
る
詳
論
を
参
照
。

（
117
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、W

. K
am

lah
:

W
issenshaft, W

ahrheit, E
xistenz, 1960, 

56ff., bes. 65 und 66f., sow
ie 69ff.

の
啓
発
的
な
詳
論
と
比
較
せ
よ
。

（
118
） 

K
arl Jaspers

に
よ
る
定
式
化
。

（
119
） 

カ
ン
タ
ベ
リ
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
神
学
的
方
法
論
に
関
す
る
こ
こ
で
示
唆
さ
れ

て
い
る
見
解
は
、
彼
の
著
作
の
多
く
の
解
釈
者
と
共
に
、K

. B
arth

:
Fides 

quaerens intellectum
.A

nselm
s B

ew
eis der E

xistenz G
ottes im

 Zusam
-

m
enhang seines theologischen P

rogram
m

s, 1931.

に
反
対
し
て
、例
え
ば
、

F.S. Schm
itt

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る 

（LT
hK

2. A
ufl. 1, 1957, 592

-

594

）。
彼
は
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
全
集 

（
原
典
批
判
を
行
っ
た
校
訂
版
） 

の
編
集

者
で
あ
る
。P.M

azzarella
:

Il pensiero speculativo di S. A
nselm

o d ’A
osta, 
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七

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
『
組
織
神
学
』（
I
│
1
）

̶ ̶

Padua 1962, 103
-169

も
参
照
。

（
120
） 

こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
特
に
、L

.B
. P

untel

版
を
参
照
。
以
下
の
二
つ
の
注

に
お
け
る
引
用
も
参
照
。

（
121
） 

N
. R

escher

の
真
理
の
首
尾
一
貫
性
の
理
論
に
つ
い
て
は
、L

.B
. P

untel: 

W
ahrheitstheorien in der neueren P

hilosophie, 1978, 182
-204

を
参
照
。

ま
た
、
真
理
概
念
と
真
理
の
判
断
基
準
の
分
離
に
対
す
る
疑
念
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る203f.

も
参
照 （174ff.

のB
. B

lanshard

に
関
す
る
項
も
参
照
。
彼
は
、

す
で
に
一
九
三
九
年
に
、
次
の
命
題
を
提
示
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
首
尾
一
貫

性
は
、
そ
れ
が
さ
ら
に
そ
の
真
理
概
念
に
属
す
る
と
き
に
の
み
、
真
理
の
判
断

基
準
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
）。

（
122
） 

N
. R

esher
:

Truth as Ideal C
oherence 

（1985

）, deutsch in
:

D
er W

ah-

rheitsbegriff, hrsg. von L
.B

. P
untel, D

arm
stadt 1987, 284

-297.

（
123
） 

拙
著:

W
as ist W

ahrheit?, in
:

G
rundfragen system

atischer T
heologie I, 

1967, 202
-222, bes205ff.

を
参
照
。

（
124
） 

拙
著:

Ü
ber historische und theologische H

erm
eneutik, a.a.O

. 123
-125, 

bes. 143f.

を
参
照
。

（
125
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著:

W
as ist eine dogm

atische A
ussage?, G

rund-

fragen system
atischer T

heologie I, 1967, 159
-180, 174ff. 

に
お
け
る
、
教

義
学
的
諸
言
明
の
先
取
り
的
か
つ
頌
栄
的
性
格
に
関
す
る
筆
者
の
詳
論
を
参

照
。

（
126
） 

拙
著:

W
issenschaftstheorie und T

heologie, 1973, 334
-346.

を
参
照
。

こ
の
テ
ー
マ
はG

. Sauter

と
の
対
話
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
役
割
を
演
じ
て
い

た
。
彼
は
、
仮
説
の
概
念
を
、
主
要
な
信
仰
的
諸
言
明
と
区
別
し
て
、
神
学
的

諸
言
明
に
限
定
し
よ
う
と
し
た （W

. Pannenberg/G
. Sauter/S.M

. D
aecke/H

.N
. 

Janow
ski:

G
rundlagen der T

heologie 

― ein D
iskurs （U

rban
-B

ücher T
 

603

） Stuttgart 1974, 70ff.

）。G
. Sauter

:
Ü

berlegungen zu einem
 w

eit-

eren G
esprächsgang über „T

heologie und W
issenschaftstheorie “, in

: 

E
vangelische T

heologie 40, 1980, 161
-168, bes. 162f. sow

ie m
eine„ 

A
ntw

ort “ ebd. 168ff., bes. 170
-173.

も
参
照
。

（
127
） 

通
例
、
狭
義
の
意
味
に
お
け
る
仮
説
概
念
は
、
た
し
か
に
そ
の
真
理
性
が
根
本

的
に
論
じ
ら
れ
る
が
、他
の
事
態
を
記
述
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
た
め
に「
想

定
さ
れ
る
」
仮
定
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
古
代
の
言
語
用
法 

（
こ
れ
に
つ
い

て
は
、A

. Szabó in H
ist. W

B
P

hilos. 3, 1974, 1260f.

を
参
照
） 

が
そ
う
で
あ

り
、N
. R

escher ebd. 1266

の
短
い
詳
論
も
同
意
見
で
あ
る
。
仮
説
の
概
念

は
い
わ
ゆ
る
論
理
実
証
主
義
の
言
語
分
析
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
。R

. C
arnap 

1928 

は
次
の
よ
う
な
諸
言
明
を
す
べ
て
仮
説
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
、
そ
の
真

実
な
い
し
虚
偽
を
決
定
す
る
「
諸
々
の
体
験
」
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が

ゆ
え
に
た
し
か
に
「
客
観
的
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
基
礎

づ
け
な
い
し
再
吟
味
が
こ
れ
ま
で
起
こ
っ
て
い
な
い
諸
言
明
で
あ
る 

（Schein-
problem

e in der P
hilosophie, N

eudruck hg. von G
. Patzig, 1966, 52, vgl. 

50

）。「
基
礎
づ
け
ら
れ
た
」
諸
命
題
が
依
拠
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
他
の
も
の
が

そ
れ
に
基
づ
い
て
吟
味
さ
れ
る
「
諸
々
の
体
験
」
は
、
観
察
の
諸
命
題
に
お
い

て
固
執
さ
れ
る
諸
々
の
感
覚
的
知
覚
で
あ
る
。M

. Schlick （Ü
ber das Funda-

m
ent der E

rkenntnis, in
:

E
rkenntnis 4, 1934, 79

-99

） 

に
よ
る
と
、
こ
の

よ
う
な
「
諸
確
認
」
は
、《
決
し
て
仮
説
で
は
な
い
》（ebd. 98

） 「
唯
一
の
統

合
的
諸
命
題
」で
あ
る
。
し
た
が
っ
てSchlick

に
よ
る
と
、Carnap

と
異
な
り
、

こ
の
基
盤
に
《
還
元
さ
れ
る
》
諸
命
題
も
、「
諸
確
認
」
に
依
拠
す
る
が
ゆ
え

に
仮
説
的
な
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
もSchlick

は
そ
の
諸
確
認
そ
れ
自
体
を
、

そ
の
定
式
化
の
時
点
に
お
い
て
の
み
仮
説
か
ら
区
別
さ
れ
う
る
と
み
な
し
た
。

つ
ま
り
そ
れ
ら
は
、
そ
の
時
点
の
後
で
、
強
制
的
な
確
実
性
を
も
た
な
い
単
な

る
仮
説
と
な
る
。
こ
う
し
てSchlick

は
、
経
験
的
確
実
性
を
次
の
よ
う
な
諸

命
題
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
批
判
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
後
に
、
特
に
こ
の

よ
う
な
基
本
的
諸
命
題
に
お
け
る
一
般
的
術
語
の
不
可
欠
性
へ
と
向
か
う
諸
命

題
で
あ
る （W

. Stegm
üller

:
M

etaphysik, Skepsis, W
issenschaft, 2. A

ufl. 

1969, 279
-307

を
参
照
） 

。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、A

.J. A
yer

の
著

書
（L

anguage, Truth and L
ogic, 1945, 2d. ed. 93f.:

„E
m

pirical proposi-

tions are one and all hypotheses “

） 

に
お
い
て
す
で
に
起
こ
っ
て
い
る
よ
う

に
、
仮
説
の
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
諸
命
題
一
般
へ
と
拡
大
さ
れ
う
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。L

. W
ittgenstein

:
Tractatus logico

-philosophicus, 

1921.

は
、
内
容
か
ら
み
る
と
、
す
で
に
こ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
た
。
し
か

も
そ
の
記
述
は
主
張
命
題
の
断
言
的
機
能
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
「
命
題
は
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
《
と
き
》、
そ
の
状
態
を
《
示
す
》。
そ
し
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八

̶ ̶

て
そ
の
命
題
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
《
こ
と
を
》《
語
る
》」（4. 022

）。

経
験
的
な
諸
々
の
主
張
命
題
に
お
け
る
仮
説
的
要
因
と
断
言
的
要
因
の
結
合

は
、C

.J. L
ew

is

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る 

（A
n A

nalysis of 

K
now

ledge and Valuation, 1946, 22f.

）。

（
128
）　

W
. Joest 

は
、
ひ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
た
だ
「
無
制
約
的
に
、
あ
る
い
は

い
か
な
る
場
合
に
も
決
し
て
仮
説
的
な
制
約
を
設
け
ず
に
関
わ
る
」
こ
と
が
で

き
る
（Fundam

entaltheologie. T
heologische G

rundlagen
- und M

ethod-

enproblem
e, 1974, 253

） 

と
書
い
た
が
、
そ
れ
は
《
信
仰
的
行
為
》
の
記
述

と
し
て
は
た
し
か
に
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
仰
が
そ
れ
ら
と
結
ば

れ
て
い
る
諸
々
の
命
題
と
主
張
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
話
は
ち
が
っ
て
く

る
。
こ
れ
ら
も
た
し
か
に
断
言
的
意
味
を
も
つ
が
、
同
時
に
そ
の
う
ち
に
仮
説

的
構
造
を
も
っ
て
い
る 

（
受
容
者
た
ち
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
省
察
の
観
点
に

お
い
て
）。
こ
の
点
に
関
しJoest
の
諸
々
の
定
式
は
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
一
方
で
、
神
学
は
《
信
仰
と
い
う
前
提
か
ら
》
出
発
す
る
と
述
べ
て

い
る （ebd. 240

）。
し
か
し
他
方
で
、神
学
は
こ
の「
信
仰
と
い
う
前
提
」を「
公

開
討
論
会
」に
お
い
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、と
さ
れ
て
い
る（252

）。

こ
の
基
本
的
前
提
に
お
い
て
、
一
定
の
諸
命
題
と
そ
の
真
理
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
の
か
ど
う
か
、そ
れ
は
依
然
と
し
て
不
明
瞭
で
あ
る
。な
ぜ
な
らJoest

は
、

神
学
者
は
「
そ
れ
ら
の
な
か
で
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
を
解
釈
し
つ
つ

展
開
す
る
彼
の
す
べ
て
の
命
題
を
、
暫
定
的
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
将
来
実
証

さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
定
式
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い

る
」（253

）、
と
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
当
に
彼
の
す
べ
て
の
命
題

を
?　

教
会
の
教
理
と
聖
書
の
す
べ
て
の
命
題
も
?　

も
し
も
そ
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
命
題
が
な
け
れ
ば
、

「
キ
リ
ス
ト
御
自
身
に
お
け
る
神
の
証
言
の
真
理
」 （ebd.

） 

を
認
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
困
難
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
信
仰
の
う
ち
に
あ
る
「
基

本
的
前
提
」
と
、
こ
れ
ら
の
諸
命
題
の
「
い
ず
れ
も
」、
暫
定
的
で
、
修
正
さ

れ
う
る
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
係

す
る
の
だ
ろ
う
か
。Joest

は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
を
自
ら
に
提
起
し
た
と
き
、

そ
れ
に
対
す
る
答
え
を
ま
っ
た
く
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

後
段
で
、
信
仰
の
確
実
性
に
関
す
る
問
い
と
の
関
連
で
さ
ら
に
詳
細
に
論
究
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
もJoest

の
詳
論
が
、
あ
の
暫
定
性

は
神
学
者
自
身
の
諸
命
題
に
の
み
妥
当
し
、
聖
書
と
教
会
の
信
仰
の
認
識
の
諸

命
題
に
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
具
合
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

確
実
性
の
問
題
に
ま
つ
わ
る
伝
統
的
な
諸
々
の
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
て
く
る
。
そ

し
てJoest

が
、「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
場
合
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る

神
の
啓
示
の
う
ち
に
、
そ
の
信
仰
を
要
求
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
担
う
根
拠
が
与

え
ら
れ
て
い
る
と
の
確
信
は
、
そ
れ
自
体
こ
の
信
仰
の
行
為
で
あ
る
」（ebd. 

253

） 

と
書
い
た
と
き
、
彼
は
そ
れ
ら
の
ア
ポ
リ
ア
を
主
観
主
義
的
な
意
味
に

解
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ

こ
で
は
、
信
仰
の
自
己
基
礎
づ
け
の
論
証
は
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら

れ
て
い
な
い
。

（
129
） 

そ
れ
ゆ
え
教
義
学
と
倫
理
学
の
区
別
は
、
新
た
にK

. B
arth 

（K
D

 I/2, 1938, 

875
-890

） 

と
の
関
連
で
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
よ
う
に 

（W
. Joest: 

D
ogm

atik 1, D
ie W

irklichkeit G
ottes, 1984, 20.

の
場
合
も
同
様
で
あ
る
） 

「
労
働
節
約
的
」
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
中
心
と
な
る
事
柄
に
も

根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
倫
理
学
は
、
行
為
の
主
体
と
し
て
の
人
間
に
語

り
か
け
る
の
に
対
し
、教
義
学
は
、た
と
え
創
造
あ
る
い
は
教
会
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
と
し
て
も
、
神
と
そ
の
行
為
に
目
を
向
け
て
い
る
。
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