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法
の
神
学
的
基
礎
付
け
と
法
の
普
遍
妥
当
性
の
問
題

j知

井

智

朗

問
題
設
定

法
の
宗
教
的
な
起
源
に
つ
い
て
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
法
学
や
宗
教
学
の
み
な
ら
ず
、
文
化
人
類
学
や
社
会
学
な
ど
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
議

論
が
今
日
ま
で
な
さ
い
い
)
、
著
し
い
見
解
の
相
違
が
見
出
さ
れ
る
問
題
で
あ
む
。

し
か
し
歴
史
的
に
見
て
法
と
宗
教
と
が
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
法
学
と
そ
の
関
連
分
野
に
お
い
て
も
、
ま
た
神
学

や
宗
教
学
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
共
通
の
認
識
で
あ
ろ
句
。

(6) 

近
代
以
前
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
未
聞
社
会
に
お
い
て
は
、
法
は
、
そ
の
普
遍
妥
当
性
の
根
拠
と
し
て
宗
教
な
い
し
は
、
超
越
の
次
元

を
必
要
と
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
お
い
て
は
、
法
の
権
威
や
社
会
に
お
け
る
普
遍
妥
当
性
は
、
宗
教
に
よ
っ
て
こ
そ

保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
宗
教
は
、
社
会
の
単
な
る
一
部
分
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
の
全
て
を
規
定

す
る
全
体
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
か
ら
で
あ
が
)
。

界
に
具
現
化
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、

他
方
で
宗
教
も
「
こ
の
世
の
法
」
を
必
要
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
法
は
、
神
の
支
配
や
創
造
の
秩
序
と
し
て
の
神
の
ノ
モ
ス
を
こ
の
世

(8) 

そ
の
意
味
で
は
両
者
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
。

ヨ
l
ロッ



こノ¥

と・
カま キ
でリ
きス
るト
で教
あに
ろお
う芝け
。る

「
法
の
神
学
的
基
礎
付
け
」
、
あ
る
い
は

の
伝
統
は
そ
の
ひ
と
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

「
法
の
神
学
」

し
か
し
近
代
世
界
の
成
立
と
世
俗
化
と
が
、
日
常
性
か
ら
宗
教
や
超
越
的
な
も
の
の
場
所
を
一
掃
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
超
越

(
印
)

の
合
理
的
な
解
明
を
試
み
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
は
、
日
常
性
の
中
に
場
所
を
失
い
、
ま
た
神
的
な
ノ
モ
ス
の
こ
の
世
界
に
お

け
る
具
体
的
な
表
象
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
で
、
法
も
そ
の
普
遍
妥
当
性
を
基
礎
付
け
て
い
た
も
の
を
失
い
、
新
し
い
基
礎
付
け
を

求
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
近
代
以
後
の
世
界
に
お
け
る
法
と
宗
教
と
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
は
切
り
離
さ
れ
て
し
ま

そ
の
結
果
法
学
は
も
は
や
神
学
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
し
、
神
学
も
ま
た
豊
か
な
伝
統
を
も
っ
て
い
た

を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
っ
た

)
O

ま
た
神
学
的
な
遺
産
は
法
の
妥
当
性
の
問
題
や
法
の
基
礎
付
け
と
い
う
問
題
に
際
し
て
何
の
期
待
も
受
け
な

っ
た
の
で
あ
る
。

「
法
の
神
学
」

く
な
り
、

む
し
ろ
法
の
神
学
的
基
礎
付
け
は
、
普
遍
性
を
阻
害
す
る
も
と
し
て
、
す
な
わ
ち
特
定
の
宗
教
的
な
立
場
に
立
つ
特
殊
な
基
礎
付

け
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
法
の
神
学
的
基
礎
付
け
は
、
今
日
の
多
元
化
や
グ
ル

l
バ
リ
ゼ
!
シ
ョ
ン
の
中
で
は
、

も
は
や
そ
の
役
割
を
終
え
た
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
)
。

し
か
し
法
の
神
学
、
あ
る
い
は
法
の
神
学
的
な
基
礎
付
け
は
、
も
う
本
当
に
意
味
を
持
た
な
い
過
去
の
議
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
れ
が
こ
の
報
告
の
根
本
的
な
問
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
の
も
と
で
以
下
の
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
ま
ず
第
一
に
法
と
宗
教
と
の
歴
史
的
な
関
係
に
つ
い
て
、
第
二
に
な
ぜ
法
の
神
学
的
な
基
礎
付
け
に
つ
い
て
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
逆

転
が
生
じ
た
の
か
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
第
三
に
法
の
神
学
的
な
基
礎
付
け
は
完
全
に
意
味
を
持
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

あ
る
い
は
あ
る
部
分
は
な
お
有
効
で
あ
り
、
あ
る
部
分
が
修
正
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

法の神学的基礎付けと法の普遍妥当性の問題219 
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法
と
宗
教
と
の
関
係

エ
1
ミ
ル
・
デ
ュ
ル
ケ

l
ム
は
有
名
な
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
の
中
で
、
今
日
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
宗
教
と
法
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
歴
史
的
規
定
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
デ
ュ
ル
ケ

l
ム
は
、

「
今
日
で
は
、
法
律
も
道
徳
も
科
学
的
思
想
で
さ
え
、

宗
教
の
う
ち
に
生
ま
れ
、
久
し
い
間
宗
教
と
混
同
さ
れ
、
ま
た
依
然
そ
の
精
神
で
貫
徹
さ
れ
て
い
る
、
と
認
め
る
見
解
は
通
常
と
な
っ
て
い

(
日
)

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
自
然
法
学
者
H
・
ロ
ン
メ
ン
に
よ
れ
ば
「
古
代
の
知
何
な
る
民
族
に
お
い
て
も
、
神
の
礼
拝
の
規
範
に
他

な
ら
ぬ
慣
習
や
法
律
の
秩
序
は
す
べ
て
神
に
淵
源
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
民
族
の
生
活
の
基
準
で
あ
る
秩
序
は
す
べ
て
神
に
よ
っ

て
創
設
さ
れ
た
聖
な
る
秩
序
で
あ
つ
が
)
」
。
そ
れ
故
に
「
法
が
単
な
る
客
観
的
な
知
識
の
体
系
で
は
な
く
、
人
間
の
規
範
の
体
系
で
も
あ
る

と
す
れ
ば
」
単
純
に
古
代
と
近
代
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
法
と

「
宗
教
と
は
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
」

し

「
近
代
法
に
お
い
て

も
、
こ
れ
を
支
え
る
法
規
範
の
背
景
に
は
、
き
わ
め
て
間
接
な
が
ら
、

(口)

る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
も
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
生
み
出
し
た
文
化
の
宗
教
的
世
界
観
の
影
響
が
あ
る
と
考
え

(
問
)

伝
統
的
に
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に

d
z
g巳
σ
g
p
F
ニ5
(社
会
あ
る
と
こ
ろ
に
法
あ
り
)
と
い
う
こ
と
が
言
い
得
る
と
し
て
、
確
か
に

宗
教
は
こ
の
社
会
の
発
生
や
秩
序
や
価
値
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
宗
教
は
法
の
起
源
と
何
ら
か
の
関

係
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
命
題
は
可
能
で
あ
持
、
宗
教
は
世
界
の
創
造
の
秩
序
や
宇
宙
の
運
行
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
で
言

う
と
こ
ろ
の
自
然
の
法
則
と
い
う
考
え
方
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
、

そ
の
秩
序
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
た
社
会
の
秩
序
と
し
て
の
道

徳
や
価
値
観
を
規
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
道
徳
や
規
範
が
時
の
権
力
者
に
よ
っ
て
制
度
化
、
な
い
し
は
体
系
化
さ
れ
る
時
に
そ
れ
が

(
初
)

法
と
な
る
の
で
あ
る
。



し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
ケ

l
ス
に
お
い
て
法
の
宗
教
的
な
起
源
を
前
提
に
議
論
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
だ
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
法
形
成
及
び
法
の
社
会
的
な
機
能
と
い
う
視
点
か
ら
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
法
と
宗
教
と
の
関
係
は
、
特
定
の
伝

統
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
法
に
つ
い
て
の
規
定
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
正
確
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
法
の
伝
統
を
無
意

識
の
う
ち
に
前
提
と
し
た
議
論
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
デ
ュ
ル
ケ
!
ム
に
対
し
て
人
類
学
者

B
・
マ
リ
ノ
ア
ス
キ
ー
が
提
示
し
た
視
点
で
も
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
法
が
、

そ
の
起
源
を
宗

教
に
持
っ
て
お
り
、

と
り
わ
け
法
の
開
始
は
、
原
始
社
会
の
全
生
活
が
宗
教
の
力
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解

は
、
決
し
て
デ
ュ
ル
ケ

l
ム
が
言
う
よ
う
に
、

「
常
識
と
な
っ
て
い
る
」

と
は
言
い
が
た
く
、
今
日
ひ
と
は
、

む
し
ろ
宗
教
に
対
す
る
法
の

独
自
な
起
源
に
つ
い
て
の
主
張
を
擁
護
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
『
未
開
民
族
に
お
け
る
慣
習
と
犯
罪
』
(
一
九
二
六
年
)
と
い

う
彼
の
書
物
に
お
い
て
、
デ
ュ
ル
ケ

l
ム
が
提
示
し
た
よ
う
な
、
原
始
的
で
、
汎
神
論
的
な
生
活
文
化
の
解
釈
に
対
し
て
、

い
わ
ゆ
る
未
開

社
会
に
お
い
て
も
、
慣
習
的
な
善
と
悪
の
行
為
に
つ
い
て
の
規
範
は
、

よ
り
高
度
に
発
展
し
た
社
会
と
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
的
な
も
の
に
は

直
接
的
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
完
全
な
領
域
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
を
対
置
さ
せ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
マ
リ
ノ
ア
ス
キ
ー
は
、
道
徳
的
な
規
則
や
慣
習
的
な
紛
争
解
決
方
法

が
宗
教
的
な
も
の
に
全
く
の
無
依
存
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
マ
リ
ノ
ア
ス
キ
ー
は
、
行
為
の
社

会
的
、
道
徳
的
な
法
則
へ
の
依
存
性
も
、

一
般
的
な
社
会
の
秩
序
と
同
じ
よ
う
に
、
文
化
に
お
け
る
神
話
や
教
義
の
内
容
の
表
現
に
依
存
し

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
道
徳
や
法
の
宗
教
に
対
す
る
相
対
的
な
自
律
性
で
あ
っ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
法
と
宗
教
と
の
関
係
を
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
視
点
が
重
用
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
宗
教
と
法
と
の
関
係
を
考
え
る
場
合
に
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
法
の
宗
教
的
な
起
源
に
つ
い
て
の
考
察
よ
り
も
、
法
と
宗
教

と
の
相
互
の
相
対
的
な
自
律
を
認
め
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
形
成
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
社
会
シ
ス
テ
ム
を
媒
介
に
し
て
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

法の神学的基礎付けと法の普遍妥当性の問題221 



以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
宗
教
は
法
の
形
成
に
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
比

較
法
学
者

K
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ケ
ル
ト
と

H
・
ケ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、

「
ど
の
よ
う
な
諸
要
因
が
、

そ
れ
ら
の
同
時
的
作
用
を
通
じ
て
、
諸
法
秩
序

222 

の
各
グ
ル
ー
プ
全
体
の
様
式
を
決
定
し
て
い
る
か
を
問
題
に
す
る
」
場
合
、

「
法
圏
論
の
枠
内
に
お
け
る
様
式
形
成
的
な
諸
要
因
」

は

「法

秩
序
の
歴
史
的
な
由
来
と
発
展
」
、

「
法
源
の
性
質
と
そ
の
解
釈
¥

「
そ
の
法
秩
序
に
お
け
る
支
配
的
な
、
特
殊
な
法
学
的
思
考
方
法
」
、

(
幻
)

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
要
因
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
宗
教
が
社
会
シ
ス
テ
ム
を
規
定
す
る

「
特
に
特
徴
的
な
法
的
諸
制
度
」
、

主
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
な
ら
ば
、

ツ
ヴ
ァ
イ
ケ
ル
ト
と
ケ
ッ
ツ
の
指
摘
す
る
法
秩
序
を
決
定
す
る
要
因
の
ほ
と
ん
ど
は
宗
教
を
抜
き

に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
法
が
社
会
シ
ス
テ
ム
論
の
観
点
か
ら
見
て
、
宗
教
と
深
い
関
係
に
あ
る
と
し
て
、
こ
の
関
係
が
歴
史
的
に
常
に
同
質
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
法
人
類
学
の
仕
事
が
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
法
の
社
会
的
な
機
能
を
進
化

論
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
む
し
ろ
社
会
と
法
と
の
関
係
よ
り
も
、
社
会
と
宗
教
と
の

関
係
の

「
変
化
」
が
近
代
に
お
い
て
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
洗
健
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

の
関
係
が
古
代
に
お
け
る
ほ
ど
直
接
的
な
も
の
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
、
文
化
の
中
で
長
い
歴

「
今
日
で
は
法
と
宗
教
と

史
を
通
し
て
主
要
な
地
位
を
占
め
て
き
た
宗
教
は
、
世
俗
的
な
社
会
思
想
や
法
思
想
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
い
な
い
」
が
、

近
代
法
に
お
い
て
は
「
法
規
範
の
背
後
に
は
、
き
わ
め
て
間
接
的
な
が
ら
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
文
化
の
宗
教
的
世
界
観
の
影
響
が
あ
る
」

と
言
う
べ
き
あ
ろ
旬
。
今
日
法
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
変
化
」
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
問
題
は
、
こ
こ
で
「
直
接
的
」
、

「

H
Z女
勺
J
-

同
H
Hド
ー
で
が
主
，
内
H
H

一

と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
べ
き
法
と
宗
教
と
の
関
係

の
変
化
は
な
ぜ
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
変
化
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
法
と
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
必
然
性
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



近
代
化
と
法
の
問
題

法
と
宗
教
と
の
関
係
の
変
化
を
考
え
る
場
合
に
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
に
お
け
る
法
と
宗
教
と
の
関
係
を
考
え
る
場
合
に
、
近

代
世
界
の
成
立
と
い
う
出
来
事
が
こ
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
旬
。

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
近
代
世
界
の
成
立
と
は
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
き
た
社
会
の
統
一
性
や
正
統
性
の
根
拠
の
破
壊
を
引

き
起
こ
す
よ
う
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
に
彼
に
よ
れ
ば
「
教
会
史
全
体
が
一
八
世
紀
を
期
し
て
新
し
い
諸
条
件
の
下
に
突
入
し
、
近

代
的
思
惟
の
自
立
化
と
国
教
会
的
な
生
の
統
一
の
崩
壊
の
結
果
、
そ
れ
以
来
全
般
的
に
、
教
会
史
は
統
一
的
で
完
結
し
た
対
象
を
も
は
や
自

ら
の
前
に
持
つ
こ
と
が
な
く
な
つ
が
)
」
。
こ
の
ト
レ
ル
チ
の
言
葉
は
、
近
代
世
界
の
成
立
を
宗
教
改
革
や
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
求
め
て
い
る
の

で
は
な
く
、

一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
当
時
の
ル
タ

l
派
教
会
の
神
学
か
ら
は
多
く
の
批
判
を
受
け
た
見
方
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
ト
レ
ル
チ
の
見
方
は
、

た
と
え
ば
大
陸
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
で
あ
る
ル
タ

l
派
が
領
邦
教
会
化
す
る
こ
と
で
、
こ

の
社
会
の
宗
教
的
な
統
一
を
原
理
的
に
は
な
お
古
い
国
教
会
制
度
と
は
変
わ
ら
な
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
保
持
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
考
え

る
な
ら
ば
、
妥
当
な
見
方
な
の
で
あ
り
、
近
代
世
界
は
こ
の
教
会
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
し
た
、
制
度
と
し
て
の
教
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
ア

(
お
)

ナ
・
パ
プ
テ
ス
ト
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
テ
ン
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
彼
の
見
解
も
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
近
代
化

ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
信
仰
の
宗
教
化
(
あ
る
い
は
宗
教
概
念
の
変
化
)
、
宗
教
的
個
人
主
義
、
心

情
倫
理
、
世
俗
へ
の
開
放
性
と
い
う
宗
教
と
深
い
関
係
を
も
っ
た
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
呼
ば
れ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
化
は
、

と
こ
ろ
で
ト
レ
ル
チ
は
こ
の
変
化
の
根
底
に
あ
る
も
っ
と
も
大
き
な
転
換
と
し
て
、
「
自
然
法
の
社
会
的
機
能
の
変
化
」
を
あ
げ
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
近
代
世
界
を
生
み
出
し
た
教
会
の
外
に
あ
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
は
、
神
の
法
と
自
然
法
と
の
同
一
化
に
よ
っ
て
社
会

法の神学的基礎付けと法の普遍妥当性の問題223 



の
正
統
性
の
基
盤
を
基
礎
付
け
て
き
た
中
世
的
あ
る
い
は
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
的
な
自
然
法
理
念
に
基
づ
く
秩
序
の
崩
壊
に
際
し

て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
世
界
と
の
新
し
い
関
係
性
を
再
構
築
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
こ
の
自
然
法
の
理
解
の
変
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化
と
は
、
宗
教
改
革
に
よ
る
一
元
的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
破
壊
に
よ
る
、
自
然
法
と
宗
教
的
正
統
性
に
よ
る
社
会
の
統
一
性
、
あ
る
い
は
あ

ら
ゆ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
一
元
化
の
破
壊
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
然
法
は
も
は
や
社
会
の
正
統
性
の
み
な
ら
ず
、
法
を
基
礎
付
け
る
た
め

の
超
越
論
的
な
次
元
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
近
代
世
界
は
自
然
法
を
自
明
の
原
理
、
あ
る
い
は
法
の
基
礎
付
け
の
手
段
と
し
て
持

ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
自
然
法
自
体
が
そ
の
基
礎
付
け
を
必
要
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
ト
レ
ル
チ
は
見
て
い
る
の
で

あ
る
。同

じ
よ
う
な
視
点
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ハ
ル
ト
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
も
提
示
し
て
お
り
、
近
代
世
界
と
い
う
新
し
い
社
会
状
況
が
生
じ
る
こ
と
に

な
っ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を
以
下
の
三
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
第
一
に
、
人
間
の
共
通
本
性
と
い
う
概
念
に
よ
る
国

家
と
法
の
基
礎
付
け
と
そ
の
宗
教
的
な
次
元
か
ら
の
自
律
、
第
二
に
宗
教
的
告
白
の
私
事
化
、
そ
し
て
第
三
に
社
会
の
諸
シ
ス
テ
ム
の
自
律

性
と
そ
れ
に
関
連
し
て
発
展
し
た
世
俗
的
な
文
化
意
識
の
成
立
と
い
う
こ
と
で
あ
弱
。
彼
に
よ
れ
ば
「
こ
れ
ま
で
宗
教
の
統
一
が
社
会
秩
序

の
統
一
に
と
っ
て
の
不
可
欠
の
土
台
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
今
や
共
通
に
人
間
的
な
も
の
と
理
性
的
な
も
の
が
未
決
の
宗
教
的

問
い
の
断
念
の
下
に
お
い
て
、
共
同
的
生
の
基
盤
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
鳩
」
。

ト
レ
ル
チ
や
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
見
て
い
た
よ
う
に
、
近
代
世
界
の
成
立
は
一
方
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
と
深
く
結
び
つ
い
た
出
来
事

で
あ
問
、
他
方
で
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
と
そ
れ
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
社
会
の
崩
壊
と
再
構
築
と
い
う
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
起
こ
っ
た

こ
と
は
、
宗
教
性
の
変
化
と
同
時
に
宗
教
か
ら
の
社
会
諸
シ
ス
テ
ム
の
自
律
と
い
う
出
来
事
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
別
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ま
で
宗
教
、
あ
る
い
は
形
而
上
学
的
・
超
越
的
な
次
元
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
た
そ
れ
ら

の
諸
シ
ス
テ
ム
を
そ
れ
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
、

た
と
え
ば
人
間
学
的
に
、
あ
る
い
は
人
間
の
共
通
本
性
や
国
家
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

て
基
礎
付
け
る
試
み
の
開
始
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
法
の
基
礎
付
け
の
問
題
が
生
じ
た
の
は
、
あ
る
い
は
法
と
宗
教
と
の
関
係



の
変
化
が
生
じ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
化
と
い
う
、

き
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
社
会
史
的
H

神
学
史
的
な
文
脈
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
る
べ

す
な
わ
ち
宗
教
の
私
事
化
、
あ
る
い
は
宗
教
の
公
共
性
か
ら
の
排
除
は
、
宗
教
を
社
会
の
全
体
シ
ス
テ
ム
、
あ
る
い
は
諸
シ
ス
テ
ム
を
基

礎
付
け
る
位
置
か
ら
追
い
払
い
、
宗
教
を
、
政
治
や
経
済
等
と
並
ぶ
一
部
分
シ
ス
テ
ム
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教

そ
れ
に
意
味
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
問
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
宗
教
や
超
越
論

は
社
会
の
他
の
シ
ス
テ
ム
を
基
礎
付
け
た
り
、

的
な
基
礎
付
け
は
普
遍
性
を
失
い
、
む
し
ろ
部
分
か
、
あ
る
い
は
特
殊
な
部
分
を
主
張
す
る
非
寛
容
な
試
み
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
れ
か
)
。
そ
れ
に
は
宗
教
改
革
と
そ
の
後
の
三

O
年
戦
争
の
帰
結
と
し
て
の
宗
派
の
登
場
が
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
法
の
神
学
的
な

基
礎
付
け
は
こ
の
時
以
来
、
法
の
普
遍
妥
当
性
の
要
求
を
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
に
よ
る
法
の
基
礎

付
け
は
普
遍
性
で
は
な
く
て
、
特
殊
性
の
印
し
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

現
代
神
学
に
お
け
る
法
の
神
学
的
基
礎
付
け
の
再
構
築

以
上
の
よ
う
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
転
換
に
規
定
さ
れ
て
き
た
。

(お
)

(

M

A

)

新
自
然
法
学
派
に
よ
る
、
絶
対
的
自
然
法
と
相
対
的
自
然
法
の
区
分
に
よ
る
自
然
の
新
し
い
基
礎
付
け
も
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
や
エ
ル
ン
ス

(
お
)

ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
、
あ
る
い
は
エ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
る
「
キ
リ
ス
ト
論
的
な
法
の
基
礎
付
け
」
も
、
ル
タ

l
派
の
神
学
者
た
ち
に
よ
る

(
お
)

「
創
造
の
秩
序
」
、
あ
る
い
は
「
秩
序
の
神
学
」
に
よ
る
法
の
基
礎
付
け
の
試
み
も
、
さ
ら
に
ヴ
ェ
ル
フ
ハ
ル
ト
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
等
に
よ
る

(
扮
)

「
神
学
的
人
間
学
に
よ
る
法
の
基
礎
付
け
」
の
試
み
も
み
な
同
じ
で
あ
る
。

近
代
以
後
の
神
学
に
お
け
る
法
の
問
題
の
取
り
扱
い
は
、

い
ず
れ
の
場
合
も
、

そ
れ
は
法
の
普
遍
的
妥
当
性
の
た
め
の
議

論
で
は
な
く
、
神
学
固
有
の
領
域
を
保
持
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

法の神学的基礎付けと法の普遍妥当性の問題225 



あ
り
、 ま

た
逆
に
法
学
の
側
で
も
、
神
学
や
超
越
的
な
次
元
に
依
存
し
な
い
法
の
基
礎
付
け
、
あ
る
い
は
法
源
に
つ
い
て
の
議
論
が
生
じ
た
の
で

(ω) 

そ
れ
が
法
実
証
主
義
の
登
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
法
の
基
礎
付
け
を
め
ぐ
る
問
題
に
お
い
て
、
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神
学
と
法
学
と
を
完
全
に
分
離
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
神
学
と
法
学
と
の
両
方
の
側
の
対
応
が
、
近
代
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
転
換
に
対
す

る
適
切
な
対
応
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
最
大
の
理
由
は
、
神
学
、
法
学
の
両
者
の
試
み
が
、

い
ず
れ

も
、
近
代
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
、
中
世
的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
を
生

み
出
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
考
パ
タ
ー
ン
を
規
定
し
て
き
た
「
本
質
|
実
存
|
構
逝
」
に
基
づ
く
法
の
基
礎
付
け
に
規
定
さ
れ
続
け
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
新
自
然
法
主
義
の
い
う
「
永
遠
の
法
」

と

「
自
然
法
」
、
法
実
証
主
義
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
た

「
基
礎
付
け
る
法
」

と

「
基
礎

付
け
ら
れ
る
法
」

と
の
関
係
、

「
あ
る
法
」

と

「
あ
る
べ
き
法
」
と
の
区
別
、
古
典
的
な
意
味
で
の

「
絶
対
的
自
然
法
」

と

「
相
対
的
自
然

法
」
、
「
法
本
質
」
と

「
法
実
存
」
、

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の

「
キ
リ
ス
ト
の
王
権
」
論
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
論
と
社
会
論
と
の
類
比
に
よ
る
同
心

円
構
造
に
基
づ
い
た
法
の
基
礎
付
け
も
、
人
間
の
共
通
本
性
に
基
づ
く
、
人
間
学
的
な
法
の
基
礎
付
け
も
、
い
ず
れ
も
、

て
の
永
遠
普
遍
の
法
を
想
定
し
、
他
方
で
そ
の
模
造
、
あ
る
い
は
実
存
と
し
て
の
法
を
想
定
し
て
い
認
。
前
者
は
基
礎
付
け
る
法
、
な
い
し

一
方
で
本
質
と
し

は
法
の
本
質
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
前
者
に
依
存
し
て
い
る
基
礎
付
け
ら
れ
る
法
、
な
い
し
は
法
の

実
存
な
の
で
あ
る
。

確
か
に
近
代
に
お
け
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
転
換
に
よ
っ
て
、

「
基
礎
付
け
る
も
の
」

は
も
は
や
宗
教
的
な
次
元
や
超
越
論
的
な
次
元
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
。
世
俗
化
と
い
う
視
点
が
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
「
基
礎
付
け
る
も
の
」

は
喪
失
し
、
他
の
も
の
に
よ
る
置
き
換
え
が
生

じ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
法
の
神
学
的
な
基
礎
付
け
の
試
み
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
構
造
転
換
と
そ
れ
に
よ
る
聖
な
る
次
元
の
喪
失
や
分



離
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
容
的
に
は
依
然
と
し
て
、
意
味
付
け
を
既
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
中
世
的
な
思
惟
構
造
を
保
持
し
続
け
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
内
部
で
形
成
さ
れ
て
き
た
法
の
基
礎
付
け
の
構
造
が
、
宗
教
性
や
超
越
の
次
元
を
喪
失
し
た
に
も

そ
れ
故
に
神
学
的
世
俗
化
論
か
ら
こ
の
論
争
を
見
る

な
ら
ば
、
近
代
以
後
に
お
け
る
法
の
神
学
的
「
再
」
基
礎
付
け
に
内
在
す
る
「
意
識
さ
れ
な
い
神
学
的
な
構
造
」
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

か
か
わ
ら
ず
な
お
こ
の
「
本
質
!
実
存
ー
構
造
」
だ
け
が
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。

そ
こ
に
今
日
「
法
の
神
学
」
が
妥
当
性
を
失
っ
た
原
因
が
あ
る
。
社
会
シ
ス
テ
ム
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
思
想
と
し
て
は
こ
の
考
え
方
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
神
学
が

(
そ
し
て
法
学
も
)
試
み
て
き
た
さ

ま
ざ
ま
な
再
構
築
の
試
み
の
失
敗
の
原
因
が
あ
る
。
神
学
的
な
再
構
築
モ
デ
ル
は
結
局
は
、
普
遍
性
を
放
棄
す
る
こ
と
で
、
神
学
内
部
の
問

題
と
し
て
の
法
の
神
学
を
作
り
出
し
、
自
己
保
存
を
は
か
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
神
学
的
な
法
の
基
礎
付
け
は
、

せ
い
ぜ
い
、

「
批
判
原
理
」

と
し
て
、
す
な
わ
ち
こ
の

「
本
質
ー
実
存
l
構
造
」

モ
デ
ル
が
今
日
既
に
破
壊
さ
れ
、
現
実
に
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
モ
デ
ル
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
対
し
て
、

そ
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
こ
と
の
た
め
に
存
在
す
る
意
味

を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
程
度
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

四

「
構
成
原
理
」
と
し
て
の
法
の
神
学
の
可
能
性

以
上
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
今
日
も
し

「
法
の
神
学
」
が
な
お
意
味
を
持
つ
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
法
の
神
学
的
な
基
礎
付
け
が
、
特
殊

な
伝
統
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
他
の
試
み
よ
り
も
よ
り
よ
い
視
点
や
機
能

を
提
供
で
き
る
と
い
う
場
合
だ
け
で
あ
ろ
う
。

そ
の
時
「
法
の
神
学
」

「
弁
証
学
」

の
ひ
と
つ
の
課
題
と
な
る
。

そ
れ
が
多
元
化
の
時
代

は

法の神学的基礎付けと法の普遍妥当性の問題227 



に
お
け
る

「
法
の
神
学
」

の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
際
神
学
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
以
下
の
二
つ
の
問
題
と
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ひ
と
つ
は

「
本
質
l
実
存
ー
構
造

は

228 

本
当
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
法
の
基
礎
付
け
な
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

と
い
う
の
は

「
本
管
了
実
存
ー
構
造
」

は

「
キ
リ
ス
ト
教
の
文

化
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
世
界
観
で
あ
る
が
、

そ
れ
自
体
は
実
は

「
聖
書
的
リ
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
」

で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
そ
う

で
は
な
く
、

む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
世
界
観
に
依
存
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
視
点
に

立
つ
と
き
、
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
が
生
じ
て
く
る
。
元
来
聖
書
的
u
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
観
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
課
題
と
の
取
り
組
み
を
行
っ
た
の
が
ヴ
ォ
ル
ハ
ル
ト
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
る
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は

約

束
と
成
就
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
今
日
の
人
間
学
の
言
葉
で
言
え
ば
「
世
界
開
放
性
」

で
あ
り
、
こ
の
世
界
観
に
基
づ
く
な
ら

ば
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
常
に
「
基
礎
付
け
る
も
の
」
を
想
定
し
、

そ
の
本
質
の
具
象
化
を
考
え
る
と
い
う
構
造
を
と
る
必
要
は

な
く
、
法
の
暫
定
性
を
将
来
に
お
け
る
完
全
性
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
、

お
そ

ら
く
「
基
礎
付
け
る
も
の
」
と

「
基
礎
付
け
ら
れ
る
も
の
」

と
の
議
論
の
逆
転
で
あ
る
。

「
基
礎
付
け
る
も
の
」

は
将
来
に
来
る
。

そ
の
モ

デ
ル
は
一
方
で
実
定
法
の
歴
史
性
を
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
他
方
で
法
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
超
越
の
次
元
を
失
う
こ
と
な
く
、
よ

り
明
瞭
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
主
張
す
る
人
間
学
的
な
法
の
基
礎
付
け
は
、

こ
れ
ま
で
の

「
本
質
l
実
存
ー
構
造
」

の
克
服
を
試
み
よ

う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
意
図
は
必
ず
し
も
成
功
し
て
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
い
う
「
約
束
l
成
就
」

の
構
造
は
、

「
本
質
ー
実
存
」

と
い
う
こ
と
を
こ
れ
ま
で
の
プ
ラ
ト
ン
的
日
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
観
を
横
倒
し
に
し
て
、
歴
史
的
な
地
平
に
適
応
し
た

も
の
に
過
ぎ
な
い
な
ら
で
あ
る
。
彼
が
人
間
学
に
元
来
神
学
が
持
っ
て
い
た
基
礎
神
学
や
自
然
神
学
の
機
能
を
持
た
せ
る
時
に
そ
の
性
格
が

明
ら
か
に
な
る
。

神
学
が
今
日
法
の
問
題
に
貢
献
で
き
る
道
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
が
持
っ
て
い
た
終
末
論
的
な
世
界
観



で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
終
末
論
的
な
世
界
観
は
、
基
本
的
に
は
現
世
の
相
対
化

「
既
に
」

と

「
未
だ
」

の
論
理
で
あ
り
、
暫
定
性
と
究
極
性
と
の
両
極
性
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
聖
書
的
な
伝
統
に
お
け
る
法
意
識
を
規
定
し
て
き
た

も
の
で
も
あ
る
が
、
中
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
は
失
わ
れ
、
近
代
初
頭
に
い
わ
ゆ
る
ゼ
ク
テ
と
呼
ば
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
的

な
共
同
体
が
自
ら
の
共
同
体
を
保
持
し
て
行
く
た
め
の
法
的
な
根
拠
と
し
て
の
信
仰
告
白
的
な
文
章
の
中
に
保
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
共
同
体
の
法
が
、
現
世
に
お
い
て
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
終
末
論
的
に
は

普
遍
妥
当
性
を
持
つ
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

「
今
は
鏡
に
映
し
て
見
る
よ
う
に
お
ぼ
ろ
げ
に
見
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
時
に
は
、
顔
と
顔
と

を
合
わ
せ
て
、
見
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
の
知
る
と
こ
ろ
は
、
今
は
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
時
は
、
わ
た
し
が
完
全
に
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
完
全
に
知
る
だ
ろ
う
」

そ
れ
に
よ
れ

と
い
う
聖
パ
ウ
ロ
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
な
相
対
性
と
絶
対
性
と
の
関
係
で
あ
る
。

ば
、
法
は
、

そ
の
歴
史
性
を
認
め
つ
つ
も
、
規
範
性
を
持
つ
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
未
決
定
性
は
相
対
性
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
か
ら
寛
容
や
人
権
と
い
う
近
代
世
界
を
規
定
す
る
原
理
が
生
ま
れ
た
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
の
検
討
は
こ
の
論
文
の
課
題
を
超
え

る
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
自
然
法
と
法
実
証
主
義
と
の
論
争
の
み
な
ら
ず
、
今
日
の
正
義
論
や
平

等
に
つ
い
て
の
議
論
に
も
寄
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
視
点
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
こ
の
論
文
の
課
題
を
超
え
る
こ
と
な

の
で
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

さ
ら
に
、
終
末
論
的
な
世
界
観
は

「
構
成
原
理
」

と
す
る
可

「
法
の
神
学
」
を
今
一
度
こ
の
問
題
に
お
け
る

能
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
が
、

そ
れ
も
ま
た
こ
の
論
文
の
課
題
を
超
え
る
の
で
、
別
の
機
会
に
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

法の神学的基礎付けと法の普遍妥当性の問題229 
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(1)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
千
葉
正
士
『
法
文
化
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
(
成
文
堂
)
と
い
う
優
れ
た
業
績
が
日
本
に
は
存
在
し
て
い
る
。
千
葉
氏
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
法
文
化
は
、
わ
れ
わ
れ
法
哲
学
界
だ
け
で
は
な
く
、
比
較
法
学
・
法
社
会
学
・
法
人
類
学
の
諸
学
界
に
も
わ
た
っ
て
、

す
な
わ
ち
理
論
法
学
の
国
際
学
会
の
す
べ
て
に
、
急
速
に
浮
上
し
て
き
た
重
要
な
学
問
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
や
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
致
し
た
概
念
は
ま
だ
な
く
、
い
わ
ば
そ
の
諸
面
諸
因
子
が
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

状
態
で
あ
る
」
(
二
三
四
頁
)
。
著
者
が
考
え
る
「
法
宗
教
学
」
の
試
み
は
こ
の
よ
う
な
法
文
化
論
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
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法
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学
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(9)

「
法
の
神
学
的
基
礎
付
け
」
、
あ
る
い
は
「
法
の
神
学
」
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
法
の
神
学
と
法
人
類
学
」
『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
一

九
号
(
二

0
0
0年
)
、
「
法
実
証
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
の
神
学
的
次
元
」
『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
二

O
号
(
二

0
0
0年
)
、
「
法
の



神
学
的
基
礎
付
け
に
つ
い
て
」
『
日
本
の
神
学
』
四

O
号
(
二

O
O
一
年
)
教
文
館
を
参
照
の
こ
と
。

(
叩
)
た
と
え
ば
デ
ュ
ル
ケ
1
ム
は
『
宗
教
生
活
の
原
初
的
な
形
態
』
の
中
で
、
社
会
こ
そ
が
そ
の
構
成
員
に
と
っ
て
の
神
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ょ

う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
l
ム
は
法
の
社
会
に
お
け
る
基
礎
付
け
の
問
題
も
こ
の
点
か
ら
解
明
し
よ
う

と
試
み
て
い
る
。

(
日
)
神
学
に
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け
る
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の
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要
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(
二

0
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を
参
照
の
こ
と
。

(
日
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こ
の
問
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し
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・
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m
g
-
B
問
。
三
日
門
巳
5
「

同

)Es--ω
去
の
F
S
の
g
巳
}ω
与
え
三
口
一
N
同開

ω寸
(
忌
∞
ω)WNgINg
を
参
照
の
こ
と
。

(
M
H
)

司
ωロロめロ
σめ「伊白山()・
ω
N
A
F
同・

(
日
)
ロ
ロ
『
rF巳
EvmmH0・吋∞

(日
)

H
・
ロ
ン
メ
ン
(
阿
南
成
一
訳
)
『
自
然
法
の
歴
史
と
理
論
』
(
有
斐
閣
)
一
頁

(
口
)
洗
健
「
『
宗
教
法
』
を
め
ぐ
る
宗
教
学
」
『
現
代
宗
教
学
4

権
威
の
構
築
と
破
壊
』
(
脇
本
・
柳
川
編
)
一
五

O
頁

(
時
)
こ
の
言
葉
の
解
説
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
広
岡
隆
『
法
と
社
会
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
)
二
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

(
四
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
神
学
的
視
点
か
ら
の
論
述
と
し
て
は
ロ
自
主
』
・
巴
R
R
即
Z
E
E
m
自
己
わ
2
2
0口
付
早
号
豆
町
自
信
己

n
g往
E
-
S半

日ω
E
E
ω
色。
σ包一開
3
・宮一河内出向日。
P
宮口「山口
ω
B
m昌
弘
司
ロ
σロ円リ口問。・
krσEFω
日
間
口
否
。
べ
ω
円
。
岡
山
宅
内
。
「
任
。
叶
巧
g
q
E
q鬼
門

g
E
H
.
F
O己・回出、

円

LEω
何

-rMmp
冨
W
E岡
山
凶
ロ

Ncoo-ωCAWR

(
却
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
リ
ケ
ッ
ツ
(
大
木
雅
夫
訳
)
『
比
較
法
原
論
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
幻
)
同
・
N
d
司巳
mo--
出
・
同
-CRW
開

E
E
F
H・
ロ
ロ
間
宮
内
田
町
問
。
。
F
Z〈
qm-o目
。
『
ロ
ロ
岡
山
口
同
色
。
5
0。
E
2
0
己
2
3
1古川岸「ゅの
F
Z・
回
門
戸
?
の
「
CHH門-zmmwpHmv戸

d
E
D
m
g
(大
木
雅
夫
訳
『
比
較
法
概
論
原
論
上
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)
一
一
六
頁

(
辺
)
引
用
は
、
洗
健
前
掲
書
一
五

O
頁

(
お
)
近
代
世
界
の
成
立
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
論
「
近
代
世
界
と
プ
ロ
テ
ス
テ
イ
ズ
ム
」
『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀

要
』
一
七
(
一
九
九
九
年
)
を
参
照
の
こ
と
。
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照
の
こ
と
。

(
但
)
こ
の
点
を
も
っ
と
も
意
識
し
て
神
学
を
構
築
し
た
の
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
あ
っ
た
。
神
学
は
「
本
質
」
と
「
実
存
」
、
そ
し
て
「
本
質
化
」

と
い
う
構
造
の
も
と
に
再
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
本
質
!
実
存
ー
構
造
」
と
は
、
現
象
の
背
後
に
現
象
の
本
質
、
な
い
し
は
超
越
の

次
元
を
想
定
し
、
そ
の
分
有
、
現
出
、
実
存
と
し
て
の
こ
の
世
的
な
存
在
を
想
定
す
る
立
場
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
と
し
て
も
、
今
日
に
至
る
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
き
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
必
)
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
な
議
論
は
拙
論
「
法
実
証
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
の
神
学
的
次
元
」
『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
二

O
号
(
二

O

0
0年
)
を
参
照
の
こ
と
。

*
本
論
は
二

O
O
一
年
九
月
一
五
日
日
本
宗
教
学
会
第
六

O
回
学
術
大
会
で
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

究
費
補
助
金
(
奨
励
研
究
(

A

)

)

に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。

ま
た
本
研
究
は
平
成
一
三
年
度
科
学
研
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