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403 熊野義孝と大木英夫の教会観

熊
野
義
孝
と
大
木
英
夫
の
教
会
観

――
〈
国
民
的
自
由
教
会
形
成
〉
を
め
ぐ
っ
て

松　

本　
　

周

熊
野
義
孝
（
一
八
九
九
〜
一
九
八
一
）
と
大
木
英
夫
（
一
九
二
八
〜
）
の
神
学
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
特
に
そ
の
教
会
観
を
め
ぐ
っ
て
比

較
検
討
を
行
う
。
両
者
を
連
続
性
か
ら
捉
え
た
場
合
、「
終
末
論
的
」
神
学
と
の
自
己
認
識
に
お
い
て
共
通
し
、
ま
た
「
教
会
形
成
」
課
題

意
識
を
共
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
社
会
倫
理
的
側
面
に
お
け
る
相
違
も
ま
た
観
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
両
者
の
差
異
に
つ
き
、
教
義
学
的
視

点
と
社
会
倫
理
的
視
点
の
両
側
面
か
ら
、
各
々
の
教
会
観
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
際
に
両
者
の
教
会
観
を
特
徴
付
け
る
二
対
の

鍵
語
に
着
目
し
つ
つ
、
考
察
を
進
め
る
。
そ
れ
は
一
方
の
熊
野
に
お
い
て
は
神
学
的
課
題
で
あ
る
「
国
民
的
自
由
教
会
の
形
成
」
と
い
う
外

形
的
特
色
と
、
そ
の
神
学
的
内
実
と
し
て
の
「
仲
保
者
の
歴
史
的
身
体
」
と
の
教
会
理
解
で
あ
る
。
他
方
、
大
木
の
場
合
そ
れ
ら
に
対
応
す

る
語
と
し
て
、
対
外
的
社
会
的
に
は
「
世
界
は
教
会
に
な
り
た
が
っ
て
い
る
」
と
の
課
題
的
標
語
が
あ
り
、
教
会
的
内
実
と
し
て
は
「
終
末

論
的
聖
餐
共
同
体
」
論
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
熊
野
と
大
木
の
教
会
観
の
比
較
を
試
み
る
。

な
お
、
考
察
に
あ
た
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
比
較
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
が
、
さ
ら
に
は
両
者
間
の
歴
史
年
代
的
位

置
・
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
相
違
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
両
者
に
は
三
〇
近
く
の
年
齢
差
が
あ
る
と
共
に
、
そ
の
歴
史

の
中
に
社
会
事
象
と
し
て
一
九
四
五
年
の
日
本
敗
戦
を
境
と
す
る
、
日
本
社
会
の
構
造
変
化
が
伴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
の
熊
野
は
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そ
の
変
化
を
跨
い
で
、
教
会
的
神
学
的
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
の
で
あ
り
、
他
方
の
大
木
は
、
戦
後
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
り
神
学
的
活

動
を
開
始
し
た
。
こ
れ
ら
諸
点
を
も
ふ
ま
え
て
、
分
析
に
入
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
節　

熊
野
「
国
民
的
自
由
教
会
」
に
お
け
る
〈
自
由
〉
理
解

「
国
民
的
自
由
教
会
」
と
は
、
熊
野
に
よ
れ
ば
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
目
標
課
題
で
あ
る
。
こ
の
語
は
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
神
学

思
想
史
』（
一
九
六
八
年
）
を
中
心
と
し
て
著
作
中
に
頻
出
す
る
。
歴
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
の
関
わ
り
で
留
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
敗
戦
以
降
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
「
国
民
的
自
由
教
会
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
得
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
日
本
社
会
の

状
況
に
お
い
て
「
自
由
」
の
語
を
積
極
的
肯
定
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
叶
う
べ
く
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
熊
野
は
戦
後
に
な
り
如
何
な
る
意
味
で
「
国
民
的
自
由
教
会
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
の
「
自
由
」
理
解
を
探
索
す
る
必
要
が
生

じ
る
。

そ
こ
で
戦
前
・
戦
中
の
著
作
に
お
い
て
、
熊
野
が
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
を
ど
の
よ
う
に
形
容
し
て
い
る
か
を
観
察
し
て
み
た
い
。

熊
野
は
「
植
民
地
向
き
の
宣
教
師
キ
リ
ス
ト
教
が
清
算
さ
れ
、
そ
の
国
土
に
お
い
て
真
実
に
同
胞
の
重
荷
を
担
い
得
る
一
致
教
会
）
1
（

」
を
希
求

す
る
と
し
、
そ
う
い
っ
た
教
会
を
「
国
民
的
福
音
的
教
会
）
2
（

」
と
呼
称
し
て
い
る
。
ま
た
海
外
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
独
立
す
る
意
味
で
「
独
立
非

教
派
）
3
（

」
の
教
会
を
目
指
す
と
も
述
べ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
現
れ
る
熊
野
の
教
会
観
が
実
は
、
後
に
分
析
す
る
「
国
民
的
自
由
教

会
」
と
い
う
戦
後
の
呼
称
と
意
味
内
実
に
お
い
て
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
両
者
の
間
に
実
質
的
差
異
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
た
戦
前
戦
後
に
お
け
る
内
容
の
連
続
性
と
用
語
の
変
化
は
、
熊
野
の
教
会
観
の
社
会
倫
理
的
側
面
を
把
握
す
る
際
の
一
つ
の
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
戦
後
に
な
っ
て
「
自
由
」
の
語
を
使
用
し
な
が
ら
も
、
内
容
的
に
は
戦
前
と
の
同
質
性
を
保
持
し
た
教
会
観
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405 熊野義孝と大木英夫の教会観

で
あ
る
の
な
ら
ば
、「
国
民
的
自
由
教
会
」
と
は
具
体
的
に
如
何
な
る
意
味
内
実
を
有
し
て
い
る
の
か
。
以
下
に
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

熊
野
に
よ
れ
ば
「
国
民
的
自
由
教
会
」
形
成
と
は
植
村
正
久
由
来
の
課
題
で
あ
り
、「
国
民
的
自
由
教
会
の
建
設
に
よ
っ
て
国
家
目
的
に

仕
え
、
遂
に
神
の
国
の
理
想
を
道
徳
社
会
の
実
践
に
直
結
せ
し
め
る
と
い
う
努
力
）
4
（

」
が
な
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
内
容
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

熊
野
の
文
章
か
ら
分
析
し
て
み
た
い
。「
具
体
的
に
は
日
本
諸
教
会
の
経
済
的
独
立
で
あ
っ
て
、
外
国
宣
教
師
団
の
配
下
か
ら
脱
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
国
家
権
力
に
対
し
て
は
政
教
分
離
・
信
教
自
由
の
近
代
原
則
に
沿
っ
て
、
自
由
教
会
の
責
任
体
制
を
整
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
路
線
で
の
実
力
を
前
提
し
て
、
一
方
で
は
固
陋
な
僧
侶
主
義
を
斥
け
つ
つ
、
他
方
で
は
流
行
思
想
の
埋
没
か
ら

自
己
を
救
い
上
げ
る
努
力
が
要
請
さ
れ
る
。
植
村
は
こ
の
要
請
に
応
じ
て
、
日
本
人
の
教
会
の
独
立
自
由
の
た
め
に
渾
身
の
勇
を
奮
い
、
同

時
に
神
学
校
を
建
設
し
、
そ
し
て
学
術
と
し
て
の
神
学
研
究
の
自
由
と
責
任
と
を
進
ん
で
負
担
す
べ
く
内
外
に
同
志
を
糾
合
し
た
）
5
（

」。
こ
こ

か
ら
「
国
民
的
自
由
教
会
」
に
含
蓄
さ
れ
た
内
容
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
は
如
何
な
る
自
由
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
か
、
大
別
し
て
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
は
国
家
か
ら
の
独
立
で
あ
っ
て
、「
政

教
分
離
・
信
教
自
由
の
近
代
原
則
に
沿
っ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
教
会
と
国
家
の
分
離
原
則
へ
の
〈
方
向
性
〉
は
一
応
、
考
え
ら
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
し
か
し
後
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
歴
史
的
展
開
の
理
解
に
お
い
て
疑
問
が
残
る
。
第
二
の
自
由
は
、
海
外
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら

の
独
立
で
あ
る
。
そ
の
達
成
の
た
め
に
、
教
会
の
独
立
自
給
が
目
標
と
な
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
第
三
の
自
由
が
問
題
と
な
る
。
海
外
ミ
ッ

シ
ョ
ン
か
ら
の
自
立
は
経
済
的
独
立
だ
け
で
な
く
、
結
果
的
に
教
派
的
神
学
か
ら
の
独
立
を
も
志
向
す
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ

る
。「
ほ
か
な
ら
ぬ
国
民
的
自
由
教
会
へ
の
志
向
こ
そ
は
、
不
可
避
的
に
思
想
問
題
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
教
会
教
派
の

信
条
を
明
確
に
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
本
拠
か
ら
派
生
化
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
ち
に
自
民
族
独
立
の
教
会
体
制
を
整
え
よ
う

と
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
在
外
根
拠
地
の
権
力
の
も
と
に
庇
護
せ
ら
れ
、
外
資
依
存
に
よ
っ
て
自
国
の
教
化
活
動
を
進
め
る
の
で
は
な

く
、
最
初
か
ら
自
由
と
責
任
の
体
制
を
樹
立
し
て
そ
の
上
に
教
会
形
成
を
試
み
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
）
6
（

」。
そ
こ
に
植
村
が
「
日
本
人
の
教

会
の
独
立
自
由
の
た
め
に
渾
身
の
勇
を
奮
」
う
こ
と
が
、「
同
時
に
神
学
校
を
建
設
」
す
る
に
ま
で
至
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
見
出
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さ
れ
て
い
る
。
以
上
が
「
国
民
的
自
由
教
会
」
に
内
在
す
る
三
つ
の
自
由
理
解
で
あ
る
。

た
だ
し
熊
野
に
お
け
る
以
上
三
つ
の
自
由
理
解
は
、
相
互
独
立
し
た
三
類
型
で
は
な
い
。
む
し
ろ
常
に
相
互
浸
透
し
、
渾
然
一
体
の
感
さ

え
あ
る
こ
と
が
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
論
じ
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
国
家
か
ら
の
自
由
願
望
の
発
生
状
況

を
説
明
し
て
、
そ
れ
は
「
国
家
的
変
革
に
応
じ
て
、
新
し
い
文
化
移
入
に
促
さ
れ
た
国
民
的
自
覚
に
根
ざ
し
て
い
る
。
政
治
的
な
自
由
民
権

の
運
動
が
紆
余
曲
折
す
る
中
で
、
そ
れ
と
並
行
的
に
惹
き
起
こ
さ
れ
る
宗
教
的
自
由
を
望
む
心
情
に
由
来
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
あ

る
か
ら
、
明
治
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
た
ち
は
、
一
方
に
外
国
宣
教
師
団
に
対
す
る
日
本
人
教
会
の
自
主
性
と
、
同
時
に
他
方
に
国
家

権
力
に
対
し
て
信
教
の
自
由
を
要
求
し
て
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
国
民
的
野
党
精
神
へ
と
傾
い
て
行
く
）
7
（

」
と
説
明

さ
れ
る
。
こ
の
文
章
か
ら
は
、
自
由
願
望
が
心
情
的
な
も
の
で
あ
り
、「
自
由
」
の
教
会
史
的
展
開
と
の
関
連
が
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
観
察
さ
れ
る
。
別
の
表
現
を
す
れ
ば
、「
福
音
的
自
由
」
と
「
社
会
的
自
由
」
の
関
係
が
不
明
瞭
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
神
学
的
不
安
定
さ
は
、「
新
し
く
近
代
国
家
を
形
成
し
て
い
く
に
際
し
て
、
そ
こ
に
適
合
す
る
教
会
（
教
会
の
理
念
）
は
国
教

会
主
義
で
も
世
界
教
会
主
義
で
も
な
く
、
ま
た
教
派
主
義
に
安
ん
じ
る
こ
と
に
は
も
と
よ
り
不
満
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
殖
民
的
属
地
主
義
に

拠
っ
て
、
外
国
種
の
土
着
化
を
目
ざ
し
、
そ
こ
に
誰
に
も
よ
ろ
こ
ば
れ
る
開
花
を
求
め
る
こ
と
は
卑
屈
に
感
じ
ら
れ
る
）
8
（

」
と
い
っ
た
表
現
に

も
な
る
。
こ
の
点
に
、「
国
家
的
」
の
語
義
問
題
が
絡
ん
で
く
る
）
9
（

。
対
宣
教
師
か
ら
の
独
立
意
識
が
、
何
ら
か
の
機
会
に
政
治
的
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
ば
、
対
国
家
関
係
が
先
と
は
別
様
な
形
態
と
な
る
危
険
性
も
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
日
本
教
会
の
「
自
主
独
立
」
が
、
公
同
教
会
と
切
断
ひ
い
て
は
日
本
主
義
へ
と
堕
さ
な
い
方
途
を
、
熊
野
は
次
の
よ
う
な
仕
方
で

求
め
る
。「
そ
の
途
は
た
だ
一
つ
、
古
い
『
公
同
教
会
』（ecclesia catholica
）
を
今
ひ
と
た
び
根
底
か
ら
吟
味
し
て
そ
の
理
念
を
自
家
内

部
に
再
生
さ
せ
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
は
お
の
ず
と
二
、
三
世
紀
の
教
会
状
況
を
想
起
せ
ざ
る
を
え
な

い
と
、
私
は
思
う
）
10
（

」。
こ
の
論
理
展
開
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
熊
野
の
「
国
民
的
自
由
教
会
形
成
」
と
「
仲
保
者
の
歴
史
的
身
体
」
教
会
論

と
の
結
び
つ
き
を
理
解
す
る
鍵
と
な
る
。
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407 熊野義孝と大木英夫の教会観

な
ぜ
な
ら
熊
野
に
よ
れ
ば
「
国
民
的
自
由
教
会
形
成
」
の
た
め
に
は
、
直
接
的
な
歴
史
的
連
続
で
あ
る
教
派
神
学
と
は
切
断
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
、
日
本
教
会
の
普
公
性
へ
の
連
続
を
、
熊
野
は
使
徒
的
教
会
へ
と
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
主
張
さ

れ
る
。「
具
体
的
に
は
古
典
的
信
仰
箇
条
、
い
わ
ゆ
る
『
普
公
教
会
の
標
識
』
を
熟
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
断
然
『
普
公
教
会
』

（C
atholicity

）
の
本
質
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
神
学
的
対
質
を
究
極
ま
で

つ
き
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
努
力
を
省
い
て
福
音
の
歴
史
に
即
す
る
『
福
音
的
神
学
』
は
決
し
て
成
立
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
中
世
キ
リ
ス
ト
教
史
を
持
た
ず
、
宗
教
改
革
を
経
験
し
な
か
っ
た
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
こ
の
神
学
的
修
練
を
真
剣
に

重
ね
る
こ
と
な
く
し
て
、
そ
の
神
学
史
の
展
望
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
）
11
（

」。
熊
野
に
お
け
る
「
普
公
教
会
の
標
識
」
探
求
が
、

「
仲
保
者
の
歴
史
的
身
体
」
教
会
論
と
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
へ
と
注
目
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
ら
は
熊
野
神

学
の
論
理
で
は
あ
る
が
、
教
会
史
的
現
実
と
は
隔
た
っ
て
い
る
。
熊
野
の
「
普
公
教
会
」
的
「
国
民
的
自
由
教
会
」
論
に
拠
る
な
ら
ば
、
日

本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
は
宗
教
改
革
を
は
じ
め
教
会
史
と
の
連
関
を
喪
失
す
る
こ
と
に
さ
え
な
る
。
そ
こ
で
次
節
に
お
い
て
は
、
熊
野

が
「
歴
史
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
節　

受
肉
論
的
「
仲
保
者
の
歴
史
的
身
体
」
教
会
論

そ
こ
で
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
論
の
内
実
を
、
熊
野
自
身
に
語
ら
せ
つ
つ
観
察
し
て
い
き
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
熊
野
は
『
キ
リ
ス
ト
教
概

論
』
に
お
い
て
、
最
初
に
宗
教
学
一
般
的
議
論
を
し
、
そ
れ
に
続
い
て
「
特
に
キ
リ
ス
ト
教
な
る
も
の
」
を
考
察
す
る
。
そ
こ
で
は
宗
教
全

般
の
特
質
と
し
て
、「
も
し
完
全
に
救
わ
れ
神
と
の
完
璧
な
和
解
一
致
が
与
え
ら
れ
た
暁
に
は
、
宗
教
は
解
消
さ
れ
揚
棄
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

宗
教
は
神
と
人
間
と
の
関
係
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
浮
動
的
・
経
過
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
歴
史
に
お
い
て
営
ま
れ
る
べ
き
も
の
）
12
（

」
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と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
永
遠
な
る
完
全
性
を
、
有
限
的
歴
史
の
中
へ
媒
介
す
る
、
そ
の
媒
介
性
が
お
よ
そ
宗
教
と
呼
称
さ
れ
る
も
の

に
と
っ
て
の
本
質
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
一
般
的
宗
教
理
解
の
構
造
か
ら
、「
特
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
る
も
の
」
が
探
求
さ
れ
る
。

宗
教
に
お
け
る
媒
介
性
質
に
注
目
し
、
さ
ら
に
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
形
態
と
し
て
「
受
肉
」
が
着
目
さ
れ
る
。「
神
と
自
己
と
を
媒
介
す

る
者
は
、
絶
対
の
死
に
し
て
そ
れ
故
に
ま
た
絶
対
の
生
を
自
得
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
死
よ
り
の
甦
り
を
自
証
し
得
る
如
き
存

在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
き
存
在
が
初
め
て
宗
教
的
媒
介
者
た
る
の
意
義
を
啓
示
す
る
）
13
（

」
と
宗
教
に
お
け
る
媒
介
性
の
意
義
が
繰

り
返
し
強
調
さ
れ
た
上
で
、「
宗
教
の
本
質
が
そ
の
媒
介
性
に
存
す
る
と
せ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
の
根
底
を
成
す
も
の
は
い
う
ま
で
も
な

く
仲
保
者
た
る
キ
リ
ス
ト
の
事
実
で
あ
っ
た
）
14
（

」
と
述
べ
ら
れ
る
。

熊
野
の
媒
介
論
に
お
け
る
特
徴
は
、
キ
リ
ス
ト
と
教
会
と
の
密
接
結
合
の
理
解
で
あ
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
に
お
け
る
宗
教
学
的

な
い
し
宗
教
史
的
問
題
の
自
覚
反
省
に
頼
ろ
う
と
し
た
以
上
、
そ
れ
の
核
心
は
や
は
り
媒
介
者
の
問
題
に
帰
着
す
る
と
思
う
。
キ
リ
ス
ト
教

の
特
異
性
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
事
実
に
在
る
、
し
か
も
そ
れ
が
神
の
永
遠
の
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
と
し
て
神
と
人
と
の
仲
保
者
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
同
時
に
こ
の
仲
保
者
の
歴
史
的
身
体
た
る
教
会
が
存
在
す
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
）
15
（

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
教
会
も
ま
た
キ
リ
ス

ト
と
同
様
の
本
質
的
媒
介
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
と
教
会
の
結
合
根
拠
と
な
る
の
が
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
で
あ
る
。
教
会
が

他
の
人
間
的
結
社
と
異
な
る
の
は
、「
仲
保
者
の
歴
史
的
身
体
た
る
教
会
」
と
し
て
、
歴
史
内
に
キ
リ
ス
ト
を
継
続
す
る
存
在
だ
か
ら
で
あ

る
。熊

野
に
お
け
る
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
と
し
て
の
歴
史
理
解
か
ら
、
前
節
と
の
関
連
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
問
題
を
考
え
た
い
。
熊
野

に
お
い
て
「
本
質
は
不
可
視
的
に
し
て
し
か
も
具
体
的
で
あ
る
、
永
遠
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
今
、
こ
こ
に
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
か
か
る
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
の
本
質
は
、
永
久
に
神
と
人
と
の
仲
保
者
た
る
人
格
的
実
存
の
媒
介
に
求
め
ら
る
べ
く
、
し

か
も
こ
の
媒
介
は
歴
史
的
唯
一
回
的
な
事
件
と
し
て
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
の
現
在
的
意
義
が
歴
史
的
教
会
と
い
う
姿
に
よ
っ
て
顕
現
さ

れ
て
い
る
）
16
（

」
と
主
張
せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
熊
野
の
「
歴
史
」
は
キ
リ
ス
ト
論
か
ら
導
出
さ
れ
た
、
神
学
的
概
念
と
し
て
の
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「
歴
史
性
」
で
あ
り
、
現
実
歴
史
と
の
関
係
は
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
実
質
に
欠
け
、
観
念
的
抽
象
的
思
弁
と
し
て
の
歴
史

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
熊
野
の
受
肉
論
的
教
会
理
解
に
対
し
て
は
、「
熊
野
氏
の
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
し
て
〔
の
〕
教
会
と
、
復
活
体
と
し
て
の
キ
リ
ス

ト
の
肉
の
か
ら
だ
と
の
関
係
に
何
か
論
理
の
魔
術
が
ひ
そ
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
カ
ト
リ
ッ
ク
的
に
、
歴
史
的
啓
示
の
延

長
概
念
が
こ
こ
に
紛
れ
込
ん
で
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
）
17
（

」
と
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
、
芳
賀
力
は
「
地

上
の
教
会
を
た
だ
受
肉
の
身
体
の
延
長
と
み
な
す
の
で
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
理
解
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
熊
野
に
お

い
て
そ
う
な
ら
な
い
の
は
、
そ
こ
に
終
末
論
的
な
視
点
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
18
（

」
と
応
答
し
て
い
る
。
確
か
に
熊
野
神
学
に
お

い
て
は
、
教
会
が
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
で
あ
る
こ
と
と
共
に
、「
終
末
論
的
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
概
念
を
使
用
し
、

例
え
ば
「
教
会
成
立
の
根
拠
で
あ
る
『
生
け
る
キ
リ
ス
ト
』
も
し
く
は
『
キ
リ
ス
ト
の
現
在
』
の
観
念
は
、
そ
れ
自
身
こ
の
世
界
歴
史
に
対

し
て
終
末
論
的
な
事
実
を
開
示
し
て
い
る
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
19
（

」
と
表
現
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
が
「
生
け
る

キ
リ
ス
ト
」
あ
る
い
は
「
キ
リ
ス
ト
の
現
在
」
と
言
い
直
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
つ
ま
り
受
肉
者
と
教
会
と
の
歴
史
的
連
続
契
機
す
な
わ

ち
啓
示
の
歴
史
性
を
捉
え
る
と
共
に
、
そ
の
性
格
は
終
末
論
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
「
終
末
論
的
」
性
格
と
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
を
考
え
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
熊
野
的
終
末
理
解
す
な
わ
ち
歴
史

批
判
原
理
に
よ
っ
て
、
そ
の
教
会
と
歴
史
と
の
関
係
は
規
定
さ
れ
て
く
る
。
教
会
は
歴
史
内
に
存
在
し
つ
つ
、
し
か
し
な
が
ら
人
間
の
活
動

の
場
で
あ
る
歴
史
と
は
根
本
的
な
違
和
を
持
っ
て
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
異
質
性
認
識
は
、
終
末
論
的
理
解
に
よ
り
さ
ら
に
補
強
さ
れ
、

教
会
と
歴
史
を
対
抗
関
係
と
し
て
位
置
づ
け
る
。「
す
な
わ
ち
、
教
会
は
『
世
の
光
』『
地
の
塩
』
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
つ
ね
に
現
実
社
会
に
対
向
的
な
位
置
を
占
め
、
し
た
が
っ
て
教
会
の
も
つ
特
殊
な
文
化
的
理
念
は
神
の
国
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ

る
。
神
の
国
が
終
末
論
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
る
）
20
（

」。
熊
野
は
教
会
と
歴
史
世
界
な
い
し
文
化

と
の
関
係
を
そ
の
よ
う
に
確
信
し
て
い
る
。
つ
ま
り
熊
野
教
会
論
の
基
本
性
格
は
、『
終
末
論
と
歴
史
哲
学
』（
一
九
三
二
年
）
以
来
の
根
本
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認
識
で
あ
る
「
世
界
観
対
終
末
論
」
と
い
う
理
解
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
形
造
ら
れ
て
お
り
、
人
間
的
歴
史
社
会
に
対
し
て
批
判
的
・
対
峙
的

な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
背
後
に
は
、
熊
野
に
お
け
る
弁
証
法
神
学
の
受
容
と
そ
の
影
響
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
）
21
（

。

第
三
節　

大
木
「
国
民
的
自
由
教
会
」
の
社
会
倫
理
形
成
認
識

そ
れ
で
は
他
方
の
大
木
に
お
い
て
は
「
国
民
的
自
由
教
会
」
と
は
如
何
な
る
形
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
く
る
か
。
ま
ず
、
こ
の
語
の
使
用

に
よ
っ
て
大
木
自
身
、
植
村
―
熊
野
継
承
の
自
覚
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
熊
野
が
述
べ
た
「
国
家
か
ら
の
自
由
」

を
、
大
木
は
教
会
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
、
社
会
制
度
と
し
て
の
「
教
会
と
国
家
の
分
離
」
確
立
課
題
と
捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
「〈
教
会
と
国
家
の
分
離
〉
と
い
う
言
葉
は
、
両
者
が
ぜ
ん
ぜ
ん
無
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
間
に
は
、
国
教
会
と
は
ち
が
う

一
種
独
特
な
緊
張
関
係
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
植
村
は
、
日
本
に
お
け
る
教
会
形
成
が
『
国
教
会
』
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

国
家
の
『
邪
魔
』
に
な
る
よ
う
な
教
会
…
…
を
め
ざ
す
）
22
（

」
と
述
べ
ら
れ
る
。
単
な
る
対
立
で
な
く
、「
邪
魔
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
・

社
会
形
成
へ
と
結
果
的
に
参
与
す
る
教
会
の
在
り
方
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
邪
魔
な
存
在
と
い
う
教
会
の
逆
説
的
性
格
は
、「
植
村
に

お
け
る
教
会
と
社
会
と
の
関
係
は
、
こ
の
『
ア
ザ
・
ワ
ー
ル
ド
リ
ネ
ス
』
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て

い
る
と
見
え
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
独
特
な
関
係
づ
け
を
植
村
神
学
の
終
末
論
的
構
造
と
名
づ
け
て
よ
い
と
思

う
）
23
（

」
と
の
終
末
論
的
社
会
性
格
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

そ
こ
で
大
木
と
熊
野
の
終
末
論
理
解
の
差
異
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
立
っ
て
観
察
し
た
よ
う
に
熊
野
は
、
終
末
論
に
よ
っ
て
歴

史
対
抗
的
性
質
を
考
え
る
。
他
方
、
大
木
は
同
様
に
終
末
論
的
理
解
か
ら
し
て
教
会
と
国
家
の
短
絡
的
連
続
を
拒
否
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
単

に
歴
史
批
判
に
止
ま
る
の
で
な
く
、
終
末
論
的
認
識
か
ら
社
会
倫
理
課
題
が
目
標
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
教
会
と
社
会
・
国
家
と
の
関
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係
が
取
り
戻
さ
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
終
末
論
の
社
会
倫
理
的
役
割
認
識
に
お
い
て
、
両
者
間
の
相
違
は
歴
然
と
し
て
い
る
）
24
（

。
熊
野
に
比
し

て
、
大
木
は
教
会
の
「
終
末
論
的
」
社
会
形
成
に
よ
り
積
極
的
な
認
識
を
示
す
の
で
あ
る
）
25
（

。

し
た
が
っ
て
「
国
民
的
自
由
教
会
形
成
」
課
題
を
、
大
木
は
教
会
の
社
会
倫
理
的
課
題
と
解
釈
す
る
。「
植
村
は
、
伝
道
と
教
会
形
成
に

集
中
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
倫
理
的
関
心
を
喪
失
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
そ
の
中
に
含
蓄
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、

彼
に
と
っ
て
伝
道
と
教
会
形
成
が
社
会
倫
理
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
っ
て
も
よ
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
結
び
つ
け
て
い

る
の
は
、
神
の
国
と
い
う
ア
ザ
・
ワ
ー
ル
ド
リ
な
も
の
で
あ
り
、
終
末
論
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
植
村
に
お
い
て
教
会
と
国
家
と
は
、
終

末
論
的
構
造
の
中
で
結
び
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
伝
道
と
教
会
形
成
へ
の
集
中
は
、
終
末
論
的
に
実
現
さ
れ
る
結
び
つ
き
を
め
ざ
す
も
の
と
し

て
社
会
倫
理
的
な
も
の
を
含
蓄
す
る
の
で
あ
り
ま
す
）
26
（

」。
こ
の
文
章
か
ら
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
教
会
形
成
と
国
家

或
い
は
社
会
形
成
と
い
う
二
つ
は
共
に
共
同
体
形
成
課
題
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
を
有
す
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
異
な
る
共
同
体
は

「
終
末
論
的
」
将
来
に
お
い
て
統
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
に
大
木
終
末
論
は
「
終
末
論
的
に
実
現
さ
れ

る
」
と
の
表
現
か
ら
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
終
末
時
の
「
歴
史
の
完
成
」
と
い
う
視
点
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
熊
野
終
末

論
に
お
け
る
歴
史
批
判
性
格
強
調
と
の
相
違
で
あ
り
、
ま
た
熊
野
的
な
歴
史
「
蔑
視
」
な
い
し
対
向
と
は
異
な
り
、
終
末
論
的
「
考
察
」
を

確
保
す
る
認
識
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
木
終
末
論
か
ら
導
出
さ
れ
る
教
会
共
同
体
理
解
を
次
に
観
察
し
た
い
。

第
四
節　
「
終
末
論
的
聖
餐
共
同
体
」
と
し
て
の
教
会
理
解

大
木
が
「
国
民
的
自
由
教
会
形
成
」
と
い
う
先
達
の
意
識
を
継
承
し
、
自
己
の
終
末
論
的
思
惟
か
ら
教
会
を
性
格
づ
け
る
際
の
鍵
語
と
な

る
の
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
「
終
末
論
的
聖
餐
共
同
体
」
で
あ
る
。
な
ぜ
教
会
が
特
に
聖
餐
共
同
体
と
し
て
意
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の

ky45310熊野義孝bB.indd   411 09.10.13   11:13:17 PM



412

か
、
大
木
の
理
解
に
お
け
る
特
徴
を
二
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
）
27
（

。

第
一
に
は
「
福
音
主
義
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
の
提
唱
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
今
日
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
課
題

は
、
福
音
主
義
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
教
会
的
普
遍
性
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
教
会
を
聖
餐
共
同
体
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
は
、

『
パ
ン
が
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
多
く
い
て
も
、
一
つ
の
か
ら
だ
な
の
で
あ
る
』（
第
一
コ
リ
ン
ト
一
〇
・
一
七
）
と
い
う
普
遍

的
一
体
性
の
実
現
を
め
ざ
す
こ
と
で
あ
る
）
28
（

」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
先
述
の
共
同
体
的
形
成
目
標
が
表
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
人
間
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
歴
史
的
現
実
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
罪
の
克
服
と
し
て
共
同
体
の
形
成
可
能
性
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
赦
罪
と
い
う
恩
寵
の
出
来
事
に
よ
っ
て
の
み
開
か
れ
る
可
能
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
会
は
贖
罪
論
的
共
同
体
と
し
て
存
在
が
許
さ

れ
る
。
そ
れ
故
に
「
教
会
を
受
肉
者
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
延
長
と
し
て
と
ら
え
た
り
、
あ
る
い
は
受
肉
者
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
類
比
と

し
て
と
ら
え
た
り
す
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
と
教
会
の
直
接
的
連
続
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
と
教
会
と
の
間
に
は
贖
罪

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
贖
罪
ぬ
き
の
直
接
性
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）
29
（

」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
教
会
を
「
仲
保

者
の
歴
史
的
身
体
た
る
教
会
」（
熊
野
義
孝
）
と
し
て
超
自
然
的
存
在
、
歴
史
内
に
あ
り
つ
つ
超
越
と
の
直
結
体
と
観
る
論
理
は
拒
否
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。「
聖
餐
共
同
体
と
し
て
の
教
会
は
、
不
可
避
的
に
福
音
主
義
的
と

な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
福
音
主
義
と
は
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
内
部
の
真
理
と
し
て
限
定
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。
福
音
主
義
的
説
教
は
、
聖
餐
の
も
つ
福
音
主
義
的
本
質
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
）
30
（

」。
つ
ま
り
聖
餐
に
よ
り
指
し
示
さ
れ
る

「
普
遍
的
一
体
性
」
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
な
共
同
体
の
形
成
は
、
贖
罪
論
的
恩
寵
に
よ
っ
て
の
み
実
現
し
得
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
聖
餐
共
同
体
は
受
肉
論
的
に
存
在
す
る
の
で
な
く
、
贖
罪
論
的
な
絶
え
ざ
る
悔
い
改
め
に
よ
り
終
末
論
的
待
望
の
事
柄
で
あ

る
。
以
上
が
大
木
の
提
唱
す
る
「
福
音
主
義
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）
31
（

」
の
内
実
で
あ
る
。

第
二
点
と
し
て
、
教
会
の
世
界
史
的
位
置
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
の
存
在
自
体
が
、
大
木
終
末
論
の
歴
史
形
成
的
性
質

を
示
し
て
い
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
世
界
史
に
お
け
る
教
会
の
境
位
と
は
、
教
会
が
自
ら
を
世
界
史
の
中
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に
終
末
論
的
に
位
置
づ
け
て
い
る
姿
勢
に
よ
っ
て
き
ま
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
世
界
史
を
『
中
間
時
』
と
し
て
ふ
ま
え
る
。
教
会
は
聖
餐
に
あ

ず
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
世
界
の
現
在
に
具
体
的
な
足
が
か
り
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
聖
餐
に
よ
っ
て
二
千
年
前
の
十
字
架
と
結
び

つ
き
、
ま
た
初
代
教
会
が
『
マ
ラ
ナ
・
タ
』
と
祈
っ
た
よ
う
に
『
主
の
ふ
た
た
び
来
た
り
た
も
う
を
待
ち
望
む
』（
日
本
基
督
教
団
信
仰
告

白
）
こ
と
に
よ
り
未
来
へ
の
展
望
を
も
つ
と
い
う
独
特
な
歴
史
観
を
も
ち
つ
つ
、
そ
の
現
在
に
立
つ
の
で
あ
る
）
32
（

」。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い

る
の
は
贖
罪
論
的
歴
史
観
で
あ
り
、「
贖
罪
な
し
に
世
界
史
が
完
成
に
至
ら
な
い
）
33
（

」
こ
と
を
歴
史
社
会
に
聖
餐
を
通
し
て
証
し
し
続
け
る
存

在
と
し
て
の
教
会
）
34
（

が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
上
述
の
終
末
論
的
教
会
理
解
が
、
大
木
に
よ
る
教
会
と
社
会
と
の
関
係
理
解
を
規
定
す
る
。「
神
の
国
と
世
界
史
と
の
関
係
が
終

末
論
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
教
会
は
世
界
史
の
終
末
で
あ
り
、
世
界
史
は
い
か
に
発
展
上
昇
し
て
も
、
教
会
以
上
に
至
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま

た
教
会
に
お
い
て
究
極
化
す
る
こ
と
な
し
に
神
の
国
に
直
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
世
界
史
が
神
の
国
に
直
接
で
き
な
い
の
は
、
そ
れ
が

も
っ
て
い
る
物
質
的
制
約
の
故
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
根
本
的
に
制
約
し
て
い
る
《
罪
》
の
故
で
あ
る
）
35
（

」。
こ
こ
か
ら
、
罪
か
ら
の
自
由
が

実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
歴
史
は
完
成
し
得
ず
、
ま
た
自
由
を
求
め
る
人
間
本
性
は
「
贖
罪
愛
」
の
啓
示
に
よ
っ
て
共
同
体
形
成
と
い
う
自
由
の

完
成
へ
と
到
達
す
る
と
の
理
解
が
導
き
出
さ
れ
る
。
大
木
は
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
社
会
倫
理
の
位
置
す
な
わ
ち
「
教
会
の
世
界
史
的
境
位
」

を
見
定
め
、
ま
た
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
教
会
の
宣
べ
る
福
音
的
自
由
と
社
会
的
制
度
と
し
て
の
自
由
と
の
関
係
を
把
捉
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
具
体
的
筋
道
は
「
自
由
教
会
」
の
歴
史
的
起
源
か
ら
説
明
さ
れ
る
。「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、『
福
音
的
自
由
』
か
ら

『
社
会
的
自
由
』
へ
の
転
換
を
も
た
ら
す
こ
と
に
お
い
て
近
代
の
自
由
の
確
立
に
貢
献
し
た
。
し
か
し
、
社
会
的
自
由
と
は
、
福
音
的
自
由

を
も
っ
て
信
じ
る
た
め
の
社
会
条
件
の
要
求
で
あ
る
。
自
由
は
本
来
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
を
明
確
に
自
覚
す
る
こ
と
に
よ

り
、
教
会
は
み
ず
か
ら
の
位
置
を
自
由
化
す
る
現
代
世
界
の
中
で
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
）
36
（

」。
し
た
が
っ
て
社
会
的
自
由
と
い
う
外
形
制
度

確
立
に
お
い
て
歴
史
の
完
成
や
終
焉
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
社
会
制
度
に
潜
む
罪
と
い
う
人
間
の
根
本
問
題
を
抉
り
出
し
、

そ
の
罪
か
ら
の
解
放
を
知
ら
さ
れ
た
共
同
体
と
し
て
、「
教
会
と
は
世
界
史
と
神
の
国
と
を
結
ぶ
《
橋
》
で
あ
る
）
37
（

」
と
主
張
さ
れ
る
。
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そ
し
て
「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
に
つ
い
て
も
、
大
木
は
福
音
的
自
由
と
社
会
的
自
由
の
終
末
論
的
共
同
体
的
統
合
と
し
て
考
え
て
い

る
。「
神
の
子
た
ち
の
出
現
と
は
、
実
は
、
そ
れ
が
個
々
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、『
ひ
と
り
の
よ
り
大
い
な
る
人
間
』
キ
リ
ス

ト
、
そ
の
か
ら
だ
な
る
新
し
い
共
同
体
・
教
会
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
）
38
（

」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「『
も

し
一
つ
の
肢
体
が
悩
め
ば
、
ほ
か
の
肢
体
も
み
な
共
に
悩
み
、
一
つ
の
肢
体
が
尊
ば
れ
る
と
、
ほ
か
の
肢
体
も
み
な
共
に
喜
ぶ
。』
こ
れ
は

『
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
』
と
呼
ば
れ
る
共
同
体
の
姿
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
教
会
と
は
、
理
想
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
教
会
が
、
こ
の
世
界
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
何
ら
か
の
意
義
を
も
つ
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
幾
人
か
の
宗
教
的
人
間

を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、『
新
し
い
共
同
体
』
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
）
39
（

」。
こ
こ
で
「
キ
リ
ス

ト
の
か
ら
だ
」
は
終
末
時
に
実
現
完
成
さ
れ
る
べ
く
、
歴
史
内
教
会
の
将
来
的
究
極
目
標
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
木
の
着
眼

の
独
創
的
な
点
は
、
現
代
世
界
の
歴
史
的
動
向
を
「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
へ
の
志
向
と
重
ね
合
わ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
が
急
速
に
進
行
し
、
政
治
・
経
済
・
金
融
・
環
境
等
の
社
会
的
諸
問
題
の
解
決
を
地
球
全
体
の
連
帯
に
よ
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
現
代
的
状
況
を
、「
一
つ
の
肢
体
が
悩
め
ば
、
ほ
か
の
肢
体
も
み
な
共
に
悩
み
、
一
つ
の
肢
体
が
尊
ば
れ
る
と
、
ほ
か
の
肢
体
も
み

な
共
に
喜
ぶ
」
と
の
聖
書
的
共
同
体
理
解
へ
の
接
近
と
し
て
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
大
木
の
言
う
「
世
界
は
教
会
に
な
り
た
が
っ
て

い
る
）
40
（

」
と
の
標
語
が
含
蓄
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
41
（

。

こ
れ
ら
諸
点
か
ら
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、
大
木
に
お
け
る
「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
と
教
会
の
関
係
理
解
は
、
徹
底
的
に
中
間
時
的
で

あ
る
。
聖
餐
を
通
し
て
教
会
は
、
十
字
架
に
裂
か
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
を
記
念
し
つ
つ
、
終
末
の
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
時
に
完
成
さ

れ
る
「
よ
り
大
い
な
る
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
を
待
望
し
つ
つ
歴
史
内
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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結

熊
野
と
大
木
両
者
の
比
較
検
討
の
結
論
と
し
て
三
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

第
一
点
は
教
会
理
解
に
つ
い
て
、
ま
ず
共
通
性
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
両
者
と
も
日
本
に
お
け
る
「
国
民
的
自
由
教
会
」
を
、
ロ
ー
マ
教
会

と
は
異
な
る
意
味
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
福
音
主
義
的
普
公
教
会
へ
の
結
び
つ
き
と
し
て
志
向
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
教

会
が
、
一
方
に
超
越
次
元
と
の
接
触
を
も
ち
、
他
方
で
歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
、
サ
ク
ラ
メ
ン
タ
ル
に
理
解
す
る
点
で
も
両
者

は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
先
で
両
者
の
教
会
理
解
は
相
違
を
現
す
。

熊
野
の
教
会
理
解
は
受
肉
論
的
で
あ
る
。「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
た
る
教
会
は
、「
受
肉
者
の
歴
史
的
身
体
」
な
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
教

会
は
他
の
人
間
集
団
と
異
な
り
キ
リ
ス
ト
と
の
結
合
体
と
な
る
。
ま
た
歴
史
文
化
批
判
的
終
末
論
に
よ
っ
て
教
会
は
対
抗
文
化
的
存
在
と
し

て
歴
史
内
に
位
置
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
熊
野
の
理
解
す
る
教
会
は
歴
史
的
中
間
時
に
あ
っ
て
、
一
方
で
歴
史
の
後
方
の
キ
リ
ス
ト
の
出

来
事
と
密
着
し
、
他
方
に
終
末
論
の
歴
史
審
判
的
性
格
を
も
っ
て
歴
史
に
臨
む
形
姿
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
が
相
俟
っ
て
、
歴

史
捨
象
的
性
格
を
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

大
木
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
教
会
は
、
受
肉
論
で
あ
る
よ
り
は
救
済
論
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
終
末
論
的
性
格
は
、
熊
野
と
比
し
て
よ

り
未
来
終
末
論
的
で
あ
る
。
大
木
の
理
解
す
る
教
会
は
歴
史
の
中
に
自
己
を
確
定
さ
せ
つ
つ
、
贖
罪
を
知
り
、
歴
史
の
完
成
を
知
る
存
在
と

し
て
、
歴
史
の
先
駆
け
と
な
る
よ
う
な
存
在
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
は
、
歴
史
内
的
教
会
に
そ
の
部
分
的
本
性
を

現
し
つ
つ
、「
ひ
と
り
の
よ
り
大
い
な
る
人
間
キ
リ
ス
ト
」
と
し
て
将
来
の
終
末
時
の
完
成
態
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第
二
点
と
し
て
「
国
民
的
自
由
教
会
」
の
内
容
理
解
に
お
け
る
両
者
の
相
違
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
熊
野
に
お
い
て
、
敗
戦
前
の
「
国
民
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的
福
音
的
教
会
」「
独
立
非
教
派
」
論
と
戦
後
の
「
国
民
的
自
由
教
会
」
の
間
に
本
質
的
変
化
が
見
ら
れ
な
い
）
42
（

こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
熊
野
に
お
け
る
「
自
由
」
と
は
海
外
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
の
独
立
で
あ
り
、
教
派
か
ら
の
独
立
で
あ
る
。
そ
の
上
「
国
民

的
」
に
日
本
独
自
の
位
置
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
熊
野
の
神
学
的
主
張
は
「
日
本
基
督
教
会
」
と
い
う
日
本
独
自
な
教

派
と
し
て
の
国
民
意
識
的
名
称
と
見
事
に
重
な
り
合
う
。
そ
の
意
味
で
熊
野
の
「
国
民
的
自
由
教
会
」
と
は
、
熊
野
神
学
に
よ
っ
て
構
想
さ

れ
た
「
自
由
教
会
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
含
蓄
さ
れ
た
海
外
か
ら
の
独
立
意
識
は
、
当
時
日
本
の
政
治
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す

る
教
会
的
対
立
を
不
明
に
し
、
結
局
は
そ
れ
と
同
調
す
る
こ
と
に
さ
え
な
る
）
43
（

。
こ
う
し
た
熊
野
の
「
自
由
教
会
」
は
、
教
会
史
的
意
味
で
の

「
自
由
教
会
」
す
な
わ
ち
国
教
会
と
対
置
さ
れ
る
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
熊
野
神
学
か
ら
導
出
さ
れ
た
概
念
的
「
自
由
教
会
」
で

あ
る
。
そ
の
た
め
熊
野
の
論
理
か
ら
は
、
教
会
史
的
・
社
会
史
的
観
点
か
ら
の
「
国
教
会
」
と
「
自
由
教
会
」
の
相
違
は
意
識
さ
れ
て
こ
な

い
）
44
（

。
そ
の
具
体
的
一
例
は
、
聖
公
会
を
「
国
民
的
自
由
教
会
」
の
枠
内
で
捉
え
る）45
（

点
に
現
わ
れ
て
い
る
。
熊
野
の
「
国
民
的
自
由
教
会
」
が

神
学
論
的
「
自
由
教
会
」
論
た
る
所
以
で
あ
る
。

大
木
は
、
日
本
に
お
け
る
「
国
民
的
自
由
教
会
」
形
成
課
題
を
、「
自
由
教
会
」
の
確
立
課
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
国
教
会
的

宗
教
統
制
に
反
対
し
、
近
代
社
会
の
基
本
原
則
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
歴
史
を
ふ
ま
え
た
、「
自
由
教
会
」
理
解
で
あ
る
。
こ
の
教

会
史
的
「
自
由
教
会
」
は
そ
の
成
立
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
し
て
、
特
定
の
自
由
の
性
格
す
な
わ
ち
「
社
会
的
自
由
」
を
要
請
す
る
。
し
た

が
っ
て
教
会
史
的
「
自
由
教
会
」
と
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
と
は
歴
史
現
実
的
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
一
例
が
、
日
本

国
憲
法
に
明
示
さ
れ
た
「
教
会
と
国
家
の
分
離
原
則
」
と
い
う
神
学
的
理
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
福
音
的
自
由
」
と
「
社
会
的
自
由
」
が
緊

密
な
結
合
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
く
る
）
46
（

。
以
上
の
よ
う
な
、
熊
野
の
「
神
学
論
的
自
由
教
会
」
と
大
木
の
「
教
会
史
的
自
由
教
会
」
と

の
理
解
の
相
違
が
結
果
と
し
て
、
両
者
の
社
会
倫
理
の
相
違
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

さ
ら
に
両
者
の
相
違
の
原
因
と
し
て
は
、
第
三
点
と
し
て
以
下
に
述
べ
る
、
終
末
論
と
歴
史
の
関
係
理
解
の
相
違
も
関
係
し
て
い
る
。
熊

野
の
立
場
に
お
い
て
、
終
末
論
的
存
在
で
あ
る
教
会
は
歴
史
に
対
し
て
審
判
者
と
し
て
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
社
会
は
常
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に
、
教
会
か
ら
の
批
判
的
視
点
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
熊
野
に
あ
っ
て
教
会
と
社
会
の
関
係
は
「
審
判
的
形
成
」
で
あ
る
。
他
方
、
大
木
に

お
け
る
未
来
終
末
論
的
視
点
に
お
い
て
、
中
間
時
に
あ
る
教
会
と
社
会
は
共
に
自
由
の
完
成
を
志
向
し
て
い
る
。
し
か
し
罪
の
存
在
ゆ
え

に
、
歴
史
内
在
的
に
は
完
成
へ
と
到
達
し
得
な
い
。
そ
の
現
実
に
あ
っ
て
教
会
は
、
贖
罪
が
究
極
的
自
由
を
与
え
る
こ
と
を
知
り
、
聖
餐
に

よ
り
そ
れ
に
与
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
終
末
論
的
に
一
歩
先
に
あ
る
存
在
と
し
て
教
会
は
、
自
由
の
完
成
の
あ
り
か
を
社
会
へ
向
け
て
告
知

す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
大
木
に
お
い
て
、
教
会
と
社
会
の
関
係
は
「
証
的
形
成
」
で
あ
る
。

熊
野
と
大
木
の
社
会
倫
理
認
識
の
相
違
を
、
終
末
論
性
格
の
相
違
か
ら
捉
え
る
）
47
（

と
き
、
両
者
へ
の
神
学
的
影
響
を
反
映
し
て
か
、
カ
ー

ル
・
バ
ル
ト
と
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
論
争
（
一
九
四
八
年
）
48
（

）
と
の
相
似
性
が
興
味
深
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
冷
戦
状
況
を

背
景
と
し
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
」
の
有
無
を
具
体
的
論
争
点
と
し
て
、
バ
ル
ト
と
ニ
ー
バ
ー
は
教
会
と
社
会
の
関
係

理
解
に
つ
き
、
各
々
の
神
学
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
の
バ
ル
ト
は
「
我
々
が
世
界
に
示
す
王
国
は
神
の
王
国
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
決
し
て
我
々
が
承
認
す
る
と
こ
ろ
の
理
念
や
原
理
に
も
と
ず
く
王
国
で
は
な
い
）
49
（

」
と
の
言
い
方
に
よ
っ
て
、
教
会
の
信
仰
を
基
盤
と
し

た
歴
史
内
特
定
の
社
会
体
制
確
立
課
題
に
否
定
的
な
姿
勢
と
な
る
。
そ
の
バ
ル
ト
的
思
考
と
対
峙
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
「
こ
れ
ら
の
結
論
は
キ

リ
ス
ト
教
的
生
活
か
ら
責
任
の
観
念
を
奪
う
傾
き
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た
か
、
又
悔
改
め
を
適
当
に
強
調
す
る
こ
と
な
く
し
て
キ
リ
ス
ト
教

の
勝
利
を
約
束
し
な
か
っ
た
か
）
50
（

」
と
応
じ
、
赦
罪
の
恩
寵
に
与
っ
た
キ
リ
ス
ト
者
固
有
の
歴
史
内
的
責
任
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
倫
理

の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

熊
野
と
大
木
、
バ
ル
ト
と
ニ
ー
バ
ー
の
間
に
あ
る
相
違
は
結
局
、
終
末
論
的
思
惟
が
歴
史
的
現
実
に
接
触
す
る
論
理
で
あ
る
か
否
か
で
あ

る
。
終
末
論
が
歴
史
審
判
一
辺
倒
で
あ
る
な
ら
ば
、
教
会
的
福
音
と
社
会
的
責
任
の
関
係
は
途
絶
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
歴
史
に
お
け
る

「
自
由
教
会
」
の
存
在
は
、
福
音
的
自
由
と
社
会
的
自
由
と
の
連
絡
を
実
証
す
る
。
罪
と
死
か
ら
の
自
由
す
な
わ
ち
十
字
架
と
復
活
と
い
う

終
末
的
出
来
事
の
告
知
は
、
社
会
的
自
由
を
要
請
し
そ
れ
を
完
成
へ
と
至
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
教
会
が
自
由
社
会
の
実
現

を
推
進
す
る
と
い
う
社
会
倫
理
的
責
務
が
自
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
熊
野
に
向
け
ら
れ
る
問
い
は
、
歴
史
世
界
へ
の
絶
望
或
い
は
諦
念
に
よ
っ
て
教
会
に
集
ま
り
、
歴
史
社
会
に
蔑
視
的
に
対
応
す
る

の
が
教
会
の
姿
勢
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
的
現
実
と
距
離
を
と
り
、
教
会
内
に
籠
城
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い

か
。
熊
野
の
終
末
論
的
思
惟
姿
勢
が
歴
史
現
実
か
ら
の
乖
離
を
も
た
ら
し
、
神
学
的
思
惟
と
社
会
倫
理
を
分
離
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た

こ
と
は
、
そ
の
神
学
論
理
の
帰
結
で
も
あ
っ
た
）
51
（

。

こ
の
よ
う
な
熊
野
の
神
学
的
姿
勢
と
異
な
り
、
大
木
は
教
会
史
的
な
「
自
由
の
伝
統
」
へ
の
注
目
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
倫
理
と
し

て
の
自
由
社
会
の
形
成
を
主
張
す
る
。
歴
史
の
只
中
に
教
会
は
「
終
末
論
的
聖
餐
共
同
体
」
と
し
て
位
置
す
る
。
そ
し
て
世
界
は
「
究
極
的

自
由
」
を
告
知
す
る
教
会
の
聖
餐
を
通
し
て
、
共
同
体
完
成
と
い
う
終
末
論
的
希
望
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
52
（

。

大
木
の
発
想
は
こ
の
点
に
お
い
て
、
熊
野
に
あ
る
教
会
の
歴
史
批
判
的
態
度
を
克
服
し
、
教
会
の
歴
史
形
成
原
理
へ
の
展
開
を
可
能
と
し

た
。
そ
の
上
で
大
木
に
向
け
ら
れ
る
問
い
は
、
現
実
態
と
し
て
の
教
会
を
歴
史
形
成
理
念
の
水
準
へ
と
引
き
上
げ
得
る
論
理
と
は
如
何
な
る

も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
世
界
は
教
会
に
な
り
た
が
っ
て
い
る
」
と
教
会
に
証
的
歴
史
主
導
性
格
を
託
す
場
合
、
理
念

と
し
て
の
教
会
と
現
実
実
態
と
し
て
の
教
会
の
懸
隔
が
問
題
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
の
現
実
の
中
に
あ
る
教
会
が
、
歴
史
の
先
を
進

み
得
て
い
る
か
ど
う
か
。
教
会
が
自
由
を
証
す
る
存
在
で
あ
る
た
め
に
は
、
福
音
的
自
由
の
み
な
ら
ず
社
会
的
自
由
に
お
い
て
も
社
会
に
先

ん
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
世
界
が
教
会
に
あ
こ
が
れ
る
と
い
う
出
来
事
は
生
起
し
な
い
。「
教
会
が
よ
く
形
成
さ

れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
そ
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
人
間
は
、
世
界
の
将
来
に
希
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
）
53
（

」
と
主
張
さ
れ
る
が
、
如
何
に
す

れ
ば
「
教
会
が
よ
く
形
成
さ
れ
る
か
」
は
問
い
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
聖
霊
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
領
域
が
な
お
、

残
さ
れ
て
い
る
。
教
会
形
成
を
可
能
に
す
る
力
は
、
人
間
的
可
能
性
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
り
、
け
れ
ど
も
ま
た
聖
霊
に
よ
る
聖
化
の

筋
道
が
論
理
と
し
て
明
確
化
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
を
人
間
の
目
標
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
理
想

で
あ
る
「
見
ゆ
る
聖
徒
の
集
い
」（visible saints

）
を
、
如
何
に
傲
慢
の
罪
に
陥
ら
ず
に
達
成
さ
せ
得
る
か
。
教
会
を
真
の
教
会
へ
と
形
成

す
る
論
理
の
確
立
が
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ky45310熊野義孝bB.indd   418 09.10.13   11:13:21 PM



419 熊野義孝と大木英夫の教会観

　
　
　
注

（
1
） 

熊
野
義
孝
「
教
会
合
同
問
題
」（
一
九
三
七
年
）『
熊
野
義
孝
全
集
五
巻
』
新
教
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
五
八
五
頁
。

（
2
） 「
教
会
と
信
条
」（
一
九
四
二
年
）『
熊
野
義
孝
全
集
五
巻
』
四
九
三
頁
。

（
3
） 「
教
会
と
信
条
」（
一
九
四
二
年
）『
熊
野
義
孝
全
集
五
巻
』
五
一
四
頁
。

（
4
） 

熊
野
義
孝
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
神
学
思
想
史
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
八
年
、
二
四
七
―
二
四
八
頁
。

（
5
） 

熊
野
義
孝
「
神
学
を
教
え
る
人
と
し
て
の
植
村
正
久
」『
熊
野
義
孝
全
集
別
巻
Ⅱ
』
新
教
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
三
四
三
頁
。

（
6
） 

熊
野
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
神
学
思
想
史
』
二
九
頁
。

（
7
） 『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
神
学
思
想
史
』
一
二
一
―
一
二
二
頁
。

（
8
） 『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
神
学
思
想
史
』
四
一
頁
。

（
9
） 

こ
の
点
で
「
い
わ
ゆ
る
世
界
列
強
に
伍
し
て
近
代
国
家
形
成
を
仕
上
げ
よ
う
と
す
る
歴
史
的
現
実
状
況
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の

成
立
も
ま
た
国
民
的
自
由
教
会
の
道
を
選
び
取
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」。（
熊
野
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
神
学
思
想
史
』
四
二
頁
）
と
い
っ
た
言

い
方
も
出
て
く
る
。「
国
民
的
教
会
」
意
識
と
国
家
政
策
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
媒
介
し
て
結
合
す
る
可
能
性
が
胚
胎
し
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。

（
10
） 

熊
野
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
神
学
思
想
史
』
四
一
頁
。

（
11
） 『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
神
学
思
想
史
』
一
三
〇
―
一
三
一
頁
。

（
12
） 

熊
野
義
孝
「
キ
リ
ス
ト
教
概
論
」『
熊
野
義
孝
全
集
第
六
巻
』
新
教
出
版
社
、
一
九
七
八
年
、
四
八
頁
。

（
13
） 「
キ
リ
ス
ト
教
概
論
」『
熊
野
義
孝
全
集
第
六
巻
』
七
二
頁
。

（
14
） 「
キ
リ
ス
ト
教
概
論
」『
熊
野
義
孝
全
集
第
六
巻
』
一
〇
三
頁
。

（
15
） 「
キ
リ
ス
ト
教
概
論
」『
熊
野
義
孝
全
集
第
六
巻
』
七
八
頁
。

（
16
） 「
キ
リ
ス
ト
教
概
論
」『
熊
野
義
孝
全
集
第
六
巻
』
七
八
頁
。
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（
17
） 

岡
田
稔
「
植
村
・
高
倉
神
学
の
行
方
」『
岡
田
稔
著
作
集
5
』
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
九
三
年
、
三
五
頁
。

（
18
） 
芳
賀
力
「
熊
野
義
孝
の
神
学
と
我
々
の
教
会
（
上
）」『
季
刊
教
会
』N

o.68, 

日
本
基
督
教
団
・
改
革
長
老
協
議
会
・
教
会
研
究
所
発
行
、

二
〇
〇
七
年
、
一
〇
頁
。

（
19
） 

熊
野
義
孝
「
終
末
論
と
歴
史
哲
学
」『
熊
野
義
孝
全
集
第
五
巻
』
一
七
六
頁
。

（
20
） 「
終
末
論
と
歴
史
哲
学
」『
全
集
第
五
巻
』
一
七
六
頁
。
尚
、
こ
の
主
張
に
つ
い
て
は
「
も
と
よ
り
教
会
に
つ
い
て
の
理
解
は
キ
リ
ス
ト
者
す
べ

て
が
決
し
て
一
致
し
た
結
論
に
至
り
え
な
い
の
み
か
、
は
な
は
だ
区
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
一
事
だ
け
は
共
通
す
る
」（
同
書

同
頁
）
と
前
置
き
さ
れ
て
述
べ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
熊
野
は
、
教
会
と
歴
史
文
化
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
教
派
的
事
象
的
多
様
性
を
考
え
る

よ
り
も
、
根
本
的
に
教
会
性
格
は
対
抗
文
化
的
で
あ
る
と
看
做
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
21
） 

熊
野
と
弁
証
法
神
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
先
行
研
究
と
し
て
、
熊
澤
義
宣
「
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
お
け
る
終
末
論
的
伝
統

――
熊
野
義
孝
と
大
木
英
夫
――
」（
東
京
神
学
大
学
編
『
神
学
』
五
七
号
、
教
文
館
、
一
九
九
五
年
、
一
八
―
三
一
頁
）
が
あ
る
。

（
22
） 

大
木
英
夫
「
植
村
ル
ネ
サ
ン
ス
」『
歴
史
神
学
と
社
会
倫
理
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
九
年
、
一
一
四
頁
。

（
23
） 「
植
村
ル
ネ
サ
ン
ス
」『
歴
史
神
学
と
社
会
倫
理
』
一
一
六
頁
、
傍
点
省
略
。

（
24
） 

但
し
、
こ
の
点
か
ら
両
者
の
社
会
倫
理
へ
の
評
価
を
な
す
際
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
・
戦
中
と
戦
後
と
の
日
本
の
社
会
体
制
の
相
違
を
考

慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
い
て
、
信
教
の
自
由
・
思
想
の
自
由
が
ど
の
程
度
確
保
し
得
た
か
と
い
う
問
題
が
所

在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
熊
野
が
「
国
民
的
自
由
教
会
」
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、
思
想
の
自
由
に
対
す
る
社
会
的
抑
圧
か
ら

解
放
さ
れ
た
戦
後
の
著
作
で
あ
る
点
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

（
25
） 

こ
の
点
に
お
け
る
熊
野
と
の
差
異
に
つ
い
て
、
大
木
自
身
が
「
熊
野
博
士
の
終
末
論
的
思
惟
に
は
『
世
界
の
蔑
視
』（contem

ptus m
undi

）
が

強
す
ぎ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
熊
野
博
士
は
爪
先
立
ち
に
こ
の
世
界
を
駆
け
抜
け
る
雰
囲
気
の
神
学
的
風
貌
を
も
っ
て
い
る
。
熊
野
博
士
の
線

か
ら
は
、
現
代
世
界
の
終
末
論
的
『
蔑
視
』
が
出
て
き
て
も
、
終
末
論
的
『
考
察
』
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」（
大
木
英
夫
『
終

末
論
的
考
察
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
、
二
二
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
26
） 

大
木
「
植
村
ル
ネ
サ
ン
ス
」『
歴
史
神
学
と
社
会
倫
理
』
一
一
八
頁
、
傍
点
省
略
。

（
27
） 

そ
の
他
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
説
教
と
聖
餐
、
二
中
心
均
衡
性
の
回
復
の
主
張
で
あ
る
。「
聖
言
と
聖
餐
、
こ
れ
ら
二
つ
が
不
可
欠
で
あ
る
。
説

教
と
い
う
預
言
者
的
行
為
と
聖
餐
執
行
と
い
う
祭
司
的
行
為
、
こ
れ
ら
二
つ
が
不
可
欠
で
あ
る
。
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
お
い
て
回
復
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さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
と
く
に
こ
の
祭
司
的
な
側
面
で
あ
り
、
牧
会
的
配
慮
の
側
面
で
あ
る
」。（
大
木
英
夫
「
終
末
論
的
聖
餐
共
同
体
の

形
成
」『
形
成
』N

o.121,  

滝
野
川
教
会
、
一
九
八
一
年
、
三
一
頁
、
傍
点
省
略
）。
つ
ま
り
説
教
が
預
言
者
的
に
垂
直
次
元
か
ら
の
歴
史
批
判

性
格
を
強
く
有
す
る
の
に
対
し
、
代
々
の
教
会
の
聖
餐
は
水
平
次
元
に
お
け
る
歴
史
形
成
課
題
を
担
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
そ
の
際
に

終
末
論
的
「
す
で
に
」
と
「
い
ま
だ
」
の
緊
張
関
係
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
聖
餐
が
単
に
歴
史
内
在
的
に
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
極
端
な
「
説
教
中
心
主
義
」
が
教
会
を
行
為
主
義
化
さ
せ
る
危
険
（
日
本
に
お
け
る
バ
ル
ト
神
学
受
容
の
問
題
性
）
に
対

し
て
、
説
教
「
と
聖
餐
」
の
有
意
義
性
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
大
木
に
お
け
る
〈
預
言
者
的
〉
と
〈
祭
司
的
〉
と
い
う

対
概
念
の
対
比
と
理
解
に
つ
い
て
は
、
大
木
英
夫
「
預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性
」『
終
末
論
的
考
察
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
、
五
―

二
三
頁
参
照
。

（
28
） 

大
木
英
夫
「
終
末
論
的
聖
餐
共
同
体
の
形
成
」『
形
成
』N

o.121,  

三
二
頁
。

（
29
） 「
終
末
論
的
聖
餐
共
同
体
の
形
成
」『
形
成
』N

o.121,  

三
四
頁
。

（
30
） 「
終
末
論
的
聖
餐
共
同
体
の
形
成
」『
形
成
』N
o.121,  

三
五
頁
。

（
31
） 

本
論
で
の
論
述
を
通
し
て
も
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
木
「
福
音
主
義
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
概
念
は
、
熊
野
神
学
に
対
し
て
批
判
と
継
承
と
の

両
義
性
を
有
し
て
い
る
。
一
方
で
は
熊
野
教
会
論
の
受
肉
論
的
傾
き
へ
の
批
判
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
他
方
で
「
福
音
主
義
と
は
い
わ
ゆ
る
歴
史

的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
内
部
の
真
理
と
し
て
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
す
る
普
公
教
会
志
向
は
、
熊
野
に
お
け
る
「
普
公
教
会

の
標
識
」
探
求
と
軌
を
一
に
す
る
。
ま
た
そ
れ
は
両
者
共
通
の
「
簡
易
信
条
」
路
線
、
す
な
わ
ち
使
徒
信
条
に
福
音
主
義
的
理
解
の
前
文
を
付

し
て
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
信
仰
告
白
と
す
る
と
の
理
解
へ
と
連
な
っ
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
。

（
32
） 

大
木
「
終
末
論
的
聖
餐
共
同
体
の
形
成
」『
形
成
』N

o.121,  
三
七
頁
。

（
33
） 「
終
末
論
的
聖
餐
共
同
体
の
形
成
」『
形
成
』N

o.121,  

三
八
頁
。

（
34
） 

大
木
に
お
け
る
こ
う
し
た
歴
史
観
と
中
間
時
的
共
同
体
理
解
の
背
景
と
し
て
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
終
末
論
的
教
会
観
の
影
響

を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
教
会
に
お
け
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
終
末
論
的
性
格
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
信
仰
と
希

望
に
よ
っ
て
生
き
る
恩
寵
の
共
同
社
会
は
、
聖
礼
典
的
（
サ
ク
ラ
メ
ン
タ
ル
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
最
後
的
徳
及
び
真
理
を
も
ち
、

し
か
も
こ
れ
ら
を
も
た
な
い
こ
と
を
象
徴
す
る
聖
礼
典
を
有
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
ア
ガ
ペ
ー
に
参
加
す
る
こ
と
を
表
現
し
、

し
か
も
こ
の
愛
を
成
就
し
た
と
い
う
う
ぬ
ぼ
れ
を
も
た
な
い
た
め
に
、
聖
礼
典
を
必
要
と
す
る
」（R

einhold N
iebuhr, Faith and H

istory, 
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邦
訳
『
信
仰
と
歴
史
』
飯
野
紀
元
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
五
〇
年
、
三
八
〇
頁
）。

（
35
） 
大
木
英
夫
『
新
し
い
共
同
体
の
倫
理
学　

基
礎
論　

下
』
教
文
館
、
一
九
九
四
年
、
二
一
〇
頁
、
傍
点
省
略
。

（
36
） 『
新
し
い
共
同
体
の
倫
理
学
・
下
』
二
一
三
頁
、
傍
点
省
略
。

（
37
） 『
新
し
い
共
同
体
の
倫
理
学
・
下
』
二
〇
九
―
二
一
〇
頁
。

（
38
） 

大
木
英
夫
「
よ
み
が
え
る
自
然
」『
現
代
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
化
』
白
水
社
、
一
九
七
六
年
、
六
八
頁
。

（
39
） 「
新
し
い
共
同
体
」『
現
代
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
化
』
九
一
頁
。

（
40
） 「
新
し
い
共
同
体
」『
現
代
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
化
』
九
七
頁
。
ま
た
、
大
木
は
現
代
に
お
い
て
人
間
課
題
・
社
会
課
題
が
地
球
規
模
で
の
一
有
機
体

的
課
題
と
化
す
る
こ
と
を
、
不
可
避
的
な
「
大
い
な
る
か
ら
だ
」
化
と
捉
え
、「
世
界
は
都
市
化
や
工
業
化
に
よ
っ
て
『
潜
在
的
教
会
』
と
化
し

つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
見
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
顕
在
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
、
そ
こ
に
新
し
い
人
類
の
課
題
を
見
て
い

る
」（
大
木
英
夫
「
世
界
と
潜
在
的
教
会
」『
終
末
論
的
考
察
』
二
〇
一
頁
）
と
述
べ
る
。
そ
の
課
題
意
識
は
「
潜
在
的
教
会
」
の
問
題
は
「
顕

在
的
教
会
」
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
会
形
成
に
よ
っ
て
こ
そ
解
決
さ
れ
る
と
の
認
識
へ
結
び
つ
く
。

（
41
） 

ま
た
「
よ
り
大
い
な
る
」
存
在
と
し
て
の
「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
は
、
次
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
間
だ
け
で
な
く

宇
宙
に
も
か
か
わ
る
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、『
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
』
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
新
し
い
共
同
体
を
形
成
す
る
と
い
う
産
み
の
苦

し
み
を
通
し
て
、
宇
宙
の
願
望
に
答
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
教
会
が
キ
リ
ス
ト
の
か
た
ち
に
化
す
る
こ
と
が
、
全
宇

宙
の
悲
願
的
待
望
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
」（
大
木
「
よ
み
が
え
る
自
然
」『
現
代
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
化
』
七
〇
頁
）。
熊
野
と
の
比
較
を
念
頭

に
置
き
つ
つ
、
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
木
に
お
い
て
、
第
一
に
「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」
は
形
成
課
題
と
し
て
、
す
な
わ

ち
未
来
終
末
論
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
そ
れ
が
「
人
間
だ
け
で
な
く
宇
宙
に
も
か
か
わ
る
」
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
射
程
を
包
含

し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
完
成
の
た
め
に
「
産
み
の
苦
し
み
」
を
負
う
。
こ
れ
は
熊
野
的
用
語
で
言
え

ば
「
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
の
継
承
」
で
あ
り
、
教
会
は
「
全
宇
宙
の
彼
岸
的
待
望
」
達
成
の
た
め
に
、
苦
難
の
印
を
身
に
帯
び
る
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る
。
な
お
こ
う
し
た
宇
宙
論
的
贖
罪
理
解
の
必
要
性
か
ら
大
木
はatonem

ent

の
訳
語
に
つ
い
て
、
神
人
関
係
に
限
定
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
が

ち
な
「
贖
罪
」
で
は
な
く
、
全
被
造
物
を
視
野
に
収
め
る
「
関
係
回
復
」
と
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
（
高
萬
松
『
P
・
T
・
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
に

お
け
る
歴
史
の
神
学
』
聖
学
院
大
学
大
学
院
博
士
論
文
、
聖
学
院
大
学
総
合
図
書
館
蔵
―
未
公
刊
、
二
〇
〇
四
年
、
六
頁
参
照
）。

（
42
） 

変
化
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
戦
後
に
は
「
国
家
か
ら
の
独
立
」
を
述
べ
る
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
社
会
状
況
を
反
映
し
た
受
動
的
意
見
で
あ
ろ
う
。

ky45310熊野義孝bB.indd   422 09.10.13   11:13:25 PM



423 熊野義孝と大木英夫の教会観

教
会
と
国
家
の
分
離
原
則
を
真
摯
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
そ
の
歴
史
的
淵
源
で
あ
る
諸
教
派
教
会
か
ら
の
〈
独
立
〉
を
志
向
す
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
43
） 
熊
野
が
敗
戦
前
に
は
「
国
民
的
自
覚
に
立
つ
教
会
」「
国
民
的
福
音
的
教
会
」
と
述
べ
、
戦
後
に
は
同
一
の
事
柄
を
「
国
民
的
自
由
教
会
」
と
表

現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
指
導
的
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
の
戦
時
翼
賛
体
制
下
に
お
け
る
苦
悩
と
自
己
擁
護
的
装
備
が
観
察
さ
れ
る
。
時
代
情

勢
下
で
「
国
民
的
」
と
の
表
現
が
如
何
な
る
政
治
性
を
有
し
て
い
た
か
は
、
対
義
語
で
あ
る
「
非
国
民
」
呼
称
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
扱
い
を

意
味
し
た
か
を
想
像
す
れ
ば
明
白
で
あ
る
。

（
44
） 

熊
野
の
「
国
民
的
自
由
教
会
」
解
釈
で
は
、
こ
の
点
を
見
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
佐
藤
敏
夫
は
、
熊
野
の
こ
の
用
語
を
説
明
し
て
「
自
由
教
会

と
い
う
言
葉
で
、
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
者
な
ら
、
国
家
教
会
対
自
由
教
会
と
い
う
対
語
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」（
佐
藤
敏

夫
『
植
村
正
久
』
新
教
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
七
六
頁
）
と
、
歴
史
的
「
自
由
教
会
」
概
念
を
当
然
の
前
提
と
す
る
が
、
熊
野
は
そ
れ
と
は

別
個
の
論
理
展
開
に
お
い
て
「
自
由
教
会
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
45
） 

熊
野
は
「
聖
公
会
は
宣
教
師
団
と
極
め
て
密
接
な
関
係
を
持
続
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
制
の
伝
統
は
国
民
的
教
会
の
理
念
と
調
和
し
、

…
…
こ
の
派
の
人
び
と
は
、
た
と
い
外
国
宣
教
師
団
と
の
密
接
不
可
分
離
の
関
係
に
立
つ
時
に
も
、
な
お
自
由
な
国
民
的
教
会
で
あ
る
矜
持
と

責
任
感
と
を
割
引
き
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（
熊
野
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
神
学
思
想
史
』
一
二
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
熊
野
の
「
自
由
教
会
」
理
解
で
は
、「
国
教
会
」
対
「
自
由
教
会
」
と
い
う
歴
史
的
経
緯
は
意
識
さ
れ
て
こ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
教
会
と
国
家

の
分
離
へ
の
心
情
的
「
傾
向
性
」
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
歴
史
的
社
会
制
度
に
対
す
る
認
識
の
不
分
明
さ
が
残
る
の
で
あ
る
。

（
46
） 

し
か
し
な
が
ら
大
木
に
お
い
て
、「
社
会
的
自
由
」
の
達
成
が
教
会
的
福
音
的
目
標
と
同
一
視
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
教
会
と
社
会
・
国
家
、

或
い
は
福
音
的
自
由
と
社
会
的
自
由
を
終
末
論
的
結
合
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
存
す
る
。
人
間
的
行
為
と
し
て
の
自
由
追
求
は
、
終
局
的
に
は

人
間
の
罪
の
現
実
を
前
に
未
完
成
と
な
る
。
そ
こ
で
究
極
的
自
由
の
事
柄
と
し
て
罪
か
ら
の
解
放
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
と
き
、
自
由
と
贖

罪
愛
と
の
「
出
会
い
」
が
生
起
す
る
。
そ
こ
に
共
同
体
形
成
「
へ
の
自
由
」
の
契
機
が
捉
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
キ
リ
ス
ト
教
的

文
化
・
思
想
基
盤
を
前
提
的
に
は
有
し
な
い
伝
道
地
日
本
の
状
況
下
で
は
、
福
音
的
自
由
と
社
会
的
自
由
の
双
方
が
強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

福
音
的
自
由
が
一
面
的
に
強
調
さ
れ
、
社
会
的
自
由
に
無
関
心
な
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
真
に
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
ず
、
結
果
的
に
は
福

音
的
自
由
が
歪
曲
さ
れ
国
家
目
的
に
服
従
さ
せ
ら
れ
る
結
果
を
招
来
す
る
。
逆
に
社
会
的
自
由
の
充
足
が
教
会
的
使
命
と
同
一
視
さ
れ
る
な
ら

ば
、
歴
史
内
に
お
け
る
人
間
の
罪
と
い
う
究
極
問
題
が
見
失
わ
れ
、
教
会
使
信
は
歴
史
発
展
・
進
歩
思
想
と
自
ら
を
区
別
し
得
な
く
な
る
。
そ
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れ
は
ま
た
社
会
的
に
獲
得
さ
れ
た
自
由
が
、
最
終
的
に
は
罪
か
ら
の
解
放
に
到
る
こ
と
な
し
に
は
、
か
え
っ
て
自
己
絶
対
化
を
正
当
化
す
る
と

い
う
、
人
間
の
罪
性
に
対
す
る
鋭
敏
な
認
識
を
喪
失
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
福
音
的
自
由
の
確
立
は
歴
史
内
に
お
い
て
社
会
的
自
由
の
基
盤
を

必
要
と
し
、
社
会
的
自
由
の
完
成
は
福
音
的
自
由
の
導
き
を
必
要
と
す
る
と
い
う
関
係
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
47
） 

両
者
の
終
末
論
と
社
会
倫
理
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
熊
澤
論
文
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
熊
澤
は
、
か
つ
て
桑
田
秀
延
が
熊
野
終
末
論
に

「
倫
理
的
な
性
格
」
と
「
社
会
的
な
文
化
的
な
事
象
に
た
い
し
て
強
い
関
心
」
の
所
在
を
観
た
の
に
対
し
、「
二
つ
の
特
色
は
、
大
木
英
夫
に
よ
っ

て
見
事
に
花
開
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
わ
が
国
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
お
け
る
終
末
論
的
伝
統
の
も
た
ら
し
た
感
謝
す
べ
き

果
実
で
あ
る
」（
熊
澤
、
前
掲
論
文
『
神
学
』
五
七
号
、
二
七
頁
）
と
述
べ
た
。
熊
澤
は
こ
の
論
述
に
お
い
て
、
熊
野
か
ら
大
木
へ
の
社
会
倫
理

的
関
心
の
継
承
深
化
を
考
え
て
い
る
。
拙
論
は
そ
こ
か
ら
更
に
踏
み
込
ん
で
両
者
の
終
末
論
性
格
の
相
違
と
社
会
倫
理
認
識
の
相
違
の
関
係
性

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

（
48
） 

両
者
の
論
争
は
、
一
九
四
八
年
に
開
催
さ
れ
た
「
世
界
教
会
協
議
会
（
W
C
C
）」
第
一
回
総
会
（
開
催
場
所
か
ら
「
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
会
議
」

と
呼
称
さ
れ
る
）
を
直
接
の
契
機
と
し
て
開
始
さ
れ
た
。C

hristian C
entury 

誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
両
者
の
論
文
が
、
日
本
で
は
『
バ
ル
ト
と

ニ
ー
バ
ー
の
論
争
』（
有
賀
鐡
太
郎
・
阿
部
正
雄
訳
、
弘
文
堂
、
一
九
五
一
年
）
と
し
て
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
刊
行
さ
れ
た
。

（
49
） 

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
「
キ
リ
ス
ト
教
的
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
は
あ
り
え
な
い
」『
バ
ル
ト
と
ニ
ー
バ
ー
の
論
争
』
三
二
頁
。

（
50
） 

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
「
我
々
は
人
間
で
あ
っ
て
神
で
は
な
い
」『
バ
ル
ト
と
ニ
ー
バ
ー
の
論
争
』
三
七
頁
。

（
51
） 

こ
の
点
で
、
北
森
嘉
蔵
の
指
摘
は
、
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
終
末
論
的
立
場
」
の
神
学
者
に
よ
る
第
二
次
大
戦
中
の
態
度
に
つ
い
て
「
そ

の
一
つ
の
特
質
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
現
実
世
界
と
の
質
的
な
断
絶
を
言
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
戦

争
し
て
い
る
国
家
、
こ
れ
は
一
つ
の
歴
史
的
現
実
な
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
と
信
仰
と
は
歴
史
的
に
断
絶
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

を
ご
っ
ち
ゃ
に
し
た
り
接
触
さ
せ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
信
仰
と
世
界
観
と
の
混
同
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
議
論
に
な
っ
て
、
そ

う
い
う
歴
史
的
現
実
か
ら
超
越
す
る
と
い
う
形
を
と
る
」（
久
山
康
編
『
現
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
』
創
文
社
、
一
九
六
一
年
、
六
頁
の
北
森
の

発
言
）
と
批
判
的
に
発
言
し
て
い
る
。
固
有
名
詞
こ
そ
な
い
が
当
時
日
本
で
「
終
末
論
」
を
代
表
す
る
神
学
者
と
し
て
熊
野
が
想
定
さ
れ
た
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。

（
52
） 

大
木
は
「
社
会
変
動
の
根
底
的
方
向
が
自
然
か
ら
自
由
へ
と
い
う
〈
自
由
化
〉
で
あ
る
か
ぎ
り
、
現
代
世
界
は
信
仰
へ
の
接
近
を
含
ん
で
い
る
」

（
大
木
英
夫
「
現
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
倫
理
」『
歴
史
神
学
と
社
会
倫
理
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
九
年
、
三
四
一
頁
）
と
主
張
す
る
。
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そ
の
理
由
と
し
て
は
「
自
然
か
ら
自
由
へ
」
と
い
う
自
由
化
動
向
が
、
共
同
体
構
成
理
論
を
自
然
的
紐
帯
の
結
合
か
ら
、
意
志
的
契
約
的
結
合

へ
と
変
化
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。「
新
し
い
社
会
の
形
成
の
原
理
と
は
何
か
。
そ
れ
は
〈
契
約
〉
で
あ
る
」（
大
木
英
夫
『
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
―
引
用
一
五
版
一
九
九
〇
年
、
九
一
頁
）。
そ
し
て
罪
に
よ
る
契
約
の
破
れ
を
克
服
し
、
契
約
社
会
を
完

成
へ
と
も
た
ら
す
の
は
「
キ
リ
ス
ト
の
血
に
よ
る
新
し
い
契
約
」
で
あ
る
か
ら
し
て
、「
聖
餐
」
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
53
） 

大
木
『
新
し
い
共
同
体
の
倫
理
学　

基
礎
論　

下
』
教
文
館
、
一
九
九
四
年
、
二
一
〇
頁
、
傍
点
省
略
。

付
記 

本
稿
は
日
本
基
督
教
学
会
第
五
六
回
学
術
大
会
（
二
〇
〇
八
年
九
月
一
七
日
、
於
関
東
学
院
大
学
）
で
の
発
表
原
稿
に
大
幅
な
加
筆
・

修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
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