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【
第
二
回
日
韓
神
学
者
会
議
】

モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
批
判
を
め
ぐ
っ
て

髙　

橋　

義　

文

は
じ
め
に

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
は
と
も
に
、
い
わ
ば
世
界
適
合
性
を
求
め
た
神
学
と
し
て
、
二
〇
世
紀
半
ば

以
降
の
歴
史
世
界
に
深
く
関
わ
り
、
そ
の
中
で
世
界
に
開
か
れ
た
独
特
の
神
学
を
展
開
し
た
。
そ
の
面
で
、
こ
の
二
人
の
神
学
的
政
治
的
関

心
に
は
一
定
の
共
通
性
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
二
人
の
間
に
神
学
的
折
衝
が
行
わ
れ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
二
人
の
間
に
は
世
代
の
差
が
あ
っ
た
。
ニ
ー
バ
ー
は
一
八
九
二
年
に
生
ま
れ
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
一
九
二
六
年
生
ま
れ
で
あ
る
。

そ
の
間
に
は
三
四
年
の
年
齢
差
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
が
存
命
中
に
モ
ル
ト
マ
ン
と
学
問
的
対
話
が
で
き
た
期
間
は
ご
く
限

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
モ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
世
代
年
長
の
神
学
者
と
し
て
そ
の
本
格
的
な
神
学
的
折
衝
の
対
象
に

な
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
モ
ル
ト
マ
ン
に
そ
の
よ
う
な
作
業
が
な
さ
れ
た
形
跡
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
件
を
除
い

て
、
現
在
に
至
る
ま
で
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
見
当
た
ら
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
本
格
的
に
神
学
を
学
び
始
め
た
一
九
四
八
年
の
こ
ろ
、
主
著
『
人
間
の
運
命
と
本
性
』（
一
九
四
一
、
四
三
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年
）
1
（

）
を
公
に
し
て
す
で
に
数
年
を
経
、
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
神
学
者
、
思
想
家
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
、
現
実
政
治
に
お
い
て
も
、
た

と
え
ば
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
外
交
政
策
の
立
案
に
顧
問
と
し
て
参
加
す
る
な
ど
精
力
的
な
活
動
を
展
開
し
、
い
わ
ば
最
盛
期
を
迎
え
て
い

た
。
そ
の
一
九
四
八
年
、
ニ
ー
バ
ー
は
『
タ
イ
ム
』
誌
二
五
周
年
記
念
号
の
カ
バ
ー
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
当
時

の
ニ
ー
バ
ー
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
、
六
八
歳
で
ユ
ニ
オ
ン
神
学
大
学
院
を
引
退
、
し
か
し

そ
の
影
響
力
は
な
お
一
九
六
〇
年
代
の
末
ま
で
続
く
。
引
退
後
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
、
バ
ー
ナ
ー
ド
等
の
諸

大
学
で
講
義
や
研
究
を
続
け
、
ユ
ニ
オ
ン
神
学
大
学
院
で
も
一
九
六
八
年
ま
で
上
級
セ
ミ
ナ
ー
を
担
当
す
る
と
と
も
に
、
論
文
、
論
説
、
書

評
等
の
執
筆
活
動
も
旺
盛
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
一
九
六
五
年
二
月
以
降
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も
に
、
現
実

主
義
的
な
立
場
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
に
も
筆
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
雑
誌
へ
の
執
筆
は
一
九
六
八
年
か
ら
急
速
に
少
な
く
な
る
も
の
の

一
九
七
一
年
ま
で
続
き
、
そ
の
年
一
九
七
一
年
六
月
、
七
八
歳
で
死
去
し
た
。

ニ
ー
バ
ー
の
生
前
に
上
梓
さ
れ
た
モ
ル
ト
マ
ン
の
著
作
は
、
一
九
六
四
年
の
『
希
望
の
神
学
』（
英
訳
は
一
九
六
七
年
）
2
（

）
と
、
一
九
六
〇

年
か
ら
六
八
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
諸
論
文
を
収
録
し
た
『
神
学
の
展
望
』（
一
九
六
八
年
）
3
（

）
に
と
ど
ま
る
。（『
人
間
）
4
（

』
の
出
版
は
ニ
ー
バ
ー

が
死
去
し
た
一
九
七
一
年
、『
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
）
5
（

』
の
出
版
は
、
一
九
七
二
年
、
ニ
ー
バ
ー
の
死
の
翌
年
で
あ
っ
た
。）
し
た
が
っ
て
、
少
な

く
と
も
、『
希
望
の
神
学
』
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
目
に
留
ま
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
つ
い
に
、
そ
れ
を
目
に
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
著
書
や
雑
誌
論
文
・
書
評
等
で
、
モ
ル
ト
マ
ン
に
触
れ
た
部
分
は
見
出
せ
な
い
。
す
で
に
晩
年
を

迎
え
病
気
と
の
闘
い
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
精
力
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
神
学
を
吸
収
し
そ
れ
と
思
想
的
に
対
峙
し
た
往
年
の
鋭

さ
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
バ
ー
が
モ
ル
ト
マ
ン
と
思
想
的
に
出
会
い
、
そ
れ
と
神
学
的
に
対
話
す
る
に
は
、
世
代
の
差
は

大
き
す
ぎ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
）
6
（

。

一
方
、
モ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
モ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
あ
る
意

味
で
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
、
第
二
次
大
戦
後
戦
争
捕
虜
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
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捕
虜
収
容
所
ノ
ー
ト
ン
・
キ
ャ
ン
プ
に
収
監
さ
れ
て
い
た
と
き
、
そ
こ
で
初
め
て
読
ん
だ
神
学
書
が
ニ
ー
バ
ー
の
『
人
間
の
本
性
と
運
命
』

の
第
一
巻
『
人
間
の
本
性
』
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
距
離
を
置
い
た
環
境
に
育
っ
た
モ
ル
ト
マ
ン
が
、

聖
書
を
読
み
、
神
学
に
関
心
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
戦
争
捕
虜
の
キ
ャ
ン
プ
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ノ
ー
ト
ン
・
キ
ャ
ン
プ
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
Y
M
C
A
の
援
助
に
よ
る
、
戦
後
ド
イ
ツ
再
建
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
教
師
や
牧
師
を
養
成
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
神
学
校

が
用
意
さ
れ
、
ア
ン
ダ
ー
ス
・
ニ
グ
レ
ン
ら
多
彩
な
神
学
者
た
ち
が
訪
れ
講
義
し
た
。
立
派
な
図
書
館
も
で
き
て
い
た
と
い
う
が
、
モ
ル
ト

マ
ン
が
ニ
ー
バ
ー
の
そ
の
書
を
見
出
し
た
の
は
、
一
九
四
七
年
、
そ
の
図
書
館
に
お
い
で
あ
っ
た
。
当
時
の
か
れ
に
は
、
そ
の
書
の
大
半
は

十
分
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
悲
観
主
義
的
人
間
観
に
は
強
烈
な
印
象
を
受
け
た
、
と
い
う
）
7
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
キ
ャ
ン
プ
か
ら
解
放
さ
れ
、
一
九
四
八
年
以
降
、
本
格
的
に
神
学
を
学
び
、
や
が
て
神
学
者
と
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に

な
る
そ
の
過
程
で
、
お
そ
ら
く
は
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
を
も
吸
収
・
検
討
し
た
に
違
い
な
い
が
、
実
際
に
は
、
そ
の
間
、
そ
し
て
現
在
に
至
る

ま
で
も
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
ニ
ー
バ
ー
を
著
書
の
中
で
本
格
的
に
扱
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、『
希
望
の
神
学
』
に
始
ま
る
初
期

の
三
大
著
作
）
8
（

と
そ
の
後
の
組
織
神
学
論
叢
全
六
巻
、
そ
の
他
、
近
著
『
希
望
の
倫
理
』
も
含
め
た
主
要
著
書
）
9
（

に
、
ニ
ー
バ
ー
に
触
れ
た
部
分

は
ま
っ
た
く
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
翻
訳
さ
れ
た
モ
ル
ト
マ
ン
の
自
伝
『
わ
が
足
を
広
き
所
に
』
に
お
い
て
も
上
に
挙
げ

た
キ
ャ
ン
プ
で
の
ニ
ー
バ
ー
の
著
書
と
の
出
会
い
の
ほ
か
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
名
は
出
て
こ
な
い
。
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
や
ル

ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
ら
と
取
り
組
み
、
そ
れ
ら
と
異
な
る
新
し
い
視
点
の
構
築
に
集
中
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し

て
も
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
そ
の
よ
う
な
モ
ル
ト
マ
ン
が
、
一
度
、
ニ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
潔
に
で
は
あ
る
が
、
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
公
に

し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
米
国
の
エ
モ
リ
ー
大
学
で
客
員
教
授
を
務
め
て
い
た
モ
ル
ト
マ
ン
の
指
導
に
よ
り
、
一
九
八
九
年
、
ニ
ー

バ
ー
の
現
実
主
義
と
モ
ル
ト
マ
ン
の
政
治
神
学
の
比
較
研
究
で
同
大
学
か
ら
博
士
号
を
取
得
し
た
R
・
T
・
コ
ー
ネ
リ
ソ
ン
（R

obert 

T
hom

as C
ornelison

）
の
博
士
論
文
が
、
一
九
九
一
年
に
書
物
と
し
て
出
版
さ
れ
る
に
際
し
て
そ
の
書
に
モ
ル
ト
マ
ン
が
寄
せ
た
「
序
文
」
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（Forew
ord

）
で
あ
る
﹇
以
下
「
序
文
」
と
表
記
）
10
（

﹈。
そ
の
「
序
文
」
で
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ご
く
簡
潔
に
ニ
ー
バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
に
つ
い

て
コ
ー
ネ
リ
ソ
ン
の
扱
い
が
公
平
正
確
で
あ
り
、
著
者
の
今
後
の
活
動
に
期
待
す
る
と
述
べ
た
上
で
、
残
り
の
大
半
の
紙
幅
を
割
い
て
、

ニ
ー
バ
ー
と
自
分
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
あ
る
。
五
頁
ほ
ど
の
短
い
文
章
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
ニ
ー
バ
ー
と
そ

の
思
想
と
実
践
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
批
判
を
持
っ
て
い
た
か
が
凝
縮
さ
れ
て
端
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
、
こ
れ
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
ニ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
論
じ
た
唯
一
の
文
章
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
）
11
（

。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
「
序
文
」
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
の
特
質
を
理
解
し
、
そ

の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ニ
ー
バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
の
思
想
的
違
い
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、

両
者
の
現
代
的
妥
当
性
の
検
討
へ
目
を
向
け
る
契
機
と
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
）
12
（

。

一
．
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
の
概
要

モ
ル
ト
マ
ン
の
「
序
文
」
の
内
容
は
明
快
で
あ
る
。「
二
つ
の
運
動
﹇
ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
と
モ
ル
ト
マ
ン
の
政
治
神
学
﹈
の

よ
り
良
い
相
互
理
解
の
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
特
徴
と
い
く
つ
か
の
対
立
点
を
自
伝
的
に
提
示
す
る
」
こ
と
を
目
指
す
と
し
た
上
で
、
ニ
ー

バ
ー
の
神
学
の
全
般
的
な
性
格
を
指
摘
し
、
そ
の
の
ち
、
ニ
ー
バ
ー
の
問
題
と
思
わ
れ
る
点
を
五
項
目
の
命
題
に
し
て
論
じ
、
そ
れ
を
踏
ま

え
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
か
ら
見
た
、
ニ
ー
バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
自
身
の
基
本
的
な
神
学
的
視
点
の
違
い
を
明
ら
か
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を

追
っ
て
お
こ
う
。
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1
．
ニ
ー
バ
ー
神
学
の
全
般
的
性
格
に
つ
い
て

モ
ル
ト
マ
ン
は
、
捕
虜
収
容
キ
ャ
ン
プ
で
は
じ
め
て
ニ
ー
バ
ー
の
『
人
間
の
本
性
』
を
読
ん
だ
時
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
、
こ
の
書
の

「
罪
に
対
す
る
一
定
の
悲
観
主
義
的
な
態
度
」
に
は
強
く
引
き
付
け
ら
れ
、
納
得
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
か
れ
自
身
捕
虜
と

い
う
絶
望
的
な
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、「
希
望
に
満
ち
た
理
想
世
界
を
『
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
確
信
し
て
』
い

た
」
と
も
付
け
加
え
て
い
る
）
13
（

。
こ
れ
が
、
ニ
ー
バ
ー
へ
の
最
初
の
モ
ル
ト
マ
ン
の
印
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
素
朴
な
も
の
で
は
あ
っ
た

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
理
解
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
社
会
福
音
運
動
の
楽
観
主
義
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
に
お
け
る
生
の
悲
劇
的
感
覚
と
呼
ば
れ
う

る
立
場
へ
と
至
る
道
を
歩
ん
で
き
た
が
、
そ
の
道
は
、
第
一
義
的
に
は
、「
各
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
と
い
う
歴
史
的
な
文
脈
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
た
」
道
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
反
共
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
そ

の
体
制
の
恐
怖
、
ス
タ
ー
リ
ン
・
ロ
シ
ア
の
圧
政
と
脅
威
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
軍
事
的
防
衛
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
必
要
と
い
っ
た
極
端
に
危

機
的
な
世
界
に
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
の
政
治
学
の
意
義
は
明
白
で
あ
っ
た
と
し
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
の
全

体
的
性
格
を
以
下
の
よ
う
に
理
解
し
た
。

　

ニ
ー
バ
ー
が
主
唱
す
る
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
は
、
わ
た
し
に
は
、
共
産
主
義
や
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
い
う
敵
に
対
し
て

実
行
可
能
な
力
を
総
動
員
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
原
則
に
よ
っ
て
人
々
を
説
得
す
る
た
め
の
一
種
の
「
非
常
時
の
神
学
」

（“em
ergency theology ”

）
の
よ
う
に
見
え
る
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
た
ち
は
極
度
に
理
想
主
義
の
影
響
を

受
け
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
の
著
作
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
リ
ベ
ラ
ル
で
、
社
会
的
も
し
く
は
平
和
主
義
的
ユ
ー
ト
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ピ
ア
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
明
白
な
反
論
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
反
論
の
中
で
ニ
ー
バ
ー
が
真
に
反
応
し
て
い
た
の
は
、
か
れ

自
身
の
う
ち
に
あ
る
理
想
主
義
的
で
空
想
的
な
思
い
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）
14
（

。

そ
れ
に
対
し
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
自
身
が
身
を
置
い
た
時
代
状
況
は
違
っ
て
お
り
、
ニ
ー
バ
ー
と
は
「
反
対
の
方
向
に
向
か
っ
た
」
と
し

て
、
こ
う
述
べ
た
。
戦
争
の
悲
惨
な
経
験
の
中
で
惹
か
れ
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
な
く
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ
り
、「
歴
史
の
目
標
と
し
て

の
神
で
は
な
く
十
字
架
の
神
学
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
四
八
年
、
捕
虜
収
容
所
か
ら
解
放
さ
れ
て
ド
イ
ツ
に
戻
っ
た
時
、
そ
こ
で
見
た

の
は
、
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
の
保
守
的
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
社
会
で
あ
り
個
人
で
あ
る
。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
首
相

と
デ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
監
督
の
下
で
目
標
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
新
し
い
未
来
で
は
な
く
、「
古
い
関
係
の
復
興
」
で
あ
っ
た
。「
実
験
を
す
る

な
」
が
当
時
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
﹇keine E

xperim
ente!

―
一
九
五
七
年
の
選
挙
で
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
掲
げ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
﹈。
そ
の
雰
囲

気
が
変
化
し
、
未
来
に
向
か
う
勇
気
が
目
覚
め
て
く
る
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
一
九
六
〇
年
代
初
め
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
エ
ル

ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
と
『
希
望
の
原
理
』
を
発
見
し
て
、「
私
的
自
己
」
へ
の
実
存
的
な
関
心
を
後
に
し
て
、「
審
判
と
神
の
国
を
も
っ
て
政

治
世
界
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
政
治
神
学
」
に
向
か
い
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

モ
ル
ト
マ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
八
九
年
の
「
序
文
」
執
筆
の
時
点
に
至
る
諸
経
験
が
自
身
の
神
学
に

影
響
を
与
え
た
こ
と
を
認
め
た
が
、
自
身
を
、「
一
種
の
悲
劇
的
な
現
実
主
義
」
か
ら
「
希
望
の
神
学
」
へ
と
、
ま
た
「
信
仰
の
私
的
な
理

解
か
ら
『
政
治
神
学
』」
へ
と
突
き
動
か
し
た
の
は
、「
時
代
の
状コ
ン
テ
キ
ス
ト況

へ
の
応
答
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
主テ
キ
ス
ト題

の
洞
察
」
で
あ
っ
た

と
総
括
し
た
）
15
（

。
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2
．
ニ
ー
バ
ー
神
学
の
問
題
点
に
つ
い
て

　

モ
ル
ト
マ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
自
伝
的
な
背
景
を
踏
ま
え
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
立
場
と
自
身
の
神
学
の
全
般
的
な
性
格
の
違
い
を
明

ら
か
に
し
た
上
で
、「
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
は
ど
れ
ほ
ど
キ
リ
ス
ト
教
的
か
」
と
の
問
い
を
立
て
、
そ
の
観
点
か
ら
、
五
項
目
に
わ
た
っ

て
、
ニ
ー
バ
ー
の
立
場
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
そ
れ
に
対
す
る
モ
ル
ト
マ
ン
の
見
解
を
提
示
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
、
そ
の
よ

う
な
問
い
を
立
て
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
現
実
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
的
と
は
言
え
な
い
と
い
う
判
断
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
で
、
五
項
目
の
全
文
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
原
文
で
は
各
項
に
表
題
は
付
い
て
い
な
い
。
標
題
は
本
稿
の
著
者
が
便
宜
的
に

付
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）「
罪
」
の
理
解

「
罪
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
認
識
し
定
義
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
罪
は
、
神
の
前
で
初
め
て
告
白
可
能
な
の
で
あ
り
、
恵
み
の

提
示
の
中
で
初
め
て
そ
の
深
さ
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
の
か
。
罪
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
利
己
主
義
お
よ
び
自
己
利
益
と

し
て
定
義
す
る
と
し
た
ら
、
神
と
の
関
わ
り
が
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
一
般
的
な
現
象
を
説
明
し
、
罪
を
悪
と
し
て
退
け
る
た
め
に
そ
れ

を
『
罪
』
と
呼
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
一
般
的
な
人
間
の
現
象
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
そ
の
現
象
は
告
発

さ
れ
る
だ
け
で
な
く
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
世
界
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
現
実
主
義
者
が
第
一
義
的
に
扱
う
の
は
、

人
々
の
利
己
主
義
と
自
己
追
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
罪
人
の
義
認
』
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
罪
そ
れ
自
体
の
義
認
に
す
ぎ
な
い
）
16
（

」。
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（
2
）
罪
と
国
家
権
力
の
関
係
お
よ
び
罪
と
神
の
恵
み
と
の
関
係

「
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
『
現
実
主
義
的
な
』
結
果
は
、
罪
人
の
赦
し
で
は
な
く
、
目
前
の
一
般
的
な
罪
で
あ
る
利
己
主
義
と
自
己
追

求
に
さ
ま
ざ
ま
な
限
界
を
設
け
る
た
め
に
強
力
な
国
家
権
力
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
治
は
権
力
の
衝
突
が
基
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

強
調
や
政
治
は
強
制
力
を
行
使
す
る
国
家
の
本
質
に
属
す
る
と
の
強
調
は
、
神
の
恵
み
の
概
念
に
対
応
し
な
い
原
罪
論
に
基
づ
く
も
の
で
は

な
い
の
か
）
17
（

」。

（
3
）
ル
タ
ー
的
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
両
義
的
悲
観
的
人
間
観
と
神
の
恵
み
と
の
関
係

「
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
に
と
っ
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
こ
と
は
、
罪
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
克
服
す
る
こ
と
で
は
な
く
、『
義
人

に
し
て
同
時
に
罪
人
』（sim

ul justus et peccator

）
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
存
在
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ル
タ
ー
的
概
念
が
、

人
間
の
行
動
の
両
義
性
と
悲
劇
的
な
人
間
存
在
に
対
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
強
調
の
最
も
深
い
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
パ
ウ
ロ
は
、
人
間
の
経
験
か
ら
出
発
し
て
こ
う
述
べ
た
。『
罪
の
増
し
加
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
恵
み
も
ま
す
ま
す
満
ち
あ
ふ
れ
た
』

（
ロ
ー
マ
五
・
二
〇
）。
ル
タ
ー
も
、
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
状
況
を
広
げ
て
、『
事
実
に
お
い
て
は
罪
人
、
希
望
に
お
い
て
は
義
人
』（Peccator 

in re, justus in spe

）
と
言
っ
た
。
わ
た
し
の
言
葉
で
言
え
ば
こ
う
な
る
。
真
に
現
実
主
義
的
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
希
望
の
人
で
あ
る
、と
。

神
の
力
強
い
恵
み
の
体
験
が
希
望
の
楽
観
主
義
に
つ
な
が
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
ま
さ
に
罪
へ
の
現
実
主
義
的
態
度
の
ゆ
え

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
決
し
て
盲
目
的
で
欺
瞞
的
な
楽
観
主
義
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
経
験
の
み
な
ら
ず
希
望
を
と
お
し
て
賢
明
と
な
る
楽
観

主
義
な
の
で
あ
る
）
18
（

」。
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（
4
）
神
の
超
越
性
と
歴
史
の
終
焉
と
し
て
の
審
判
と
そ
の
神
の
国
と
の
関
係

「
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
は
、
神
の
超
越
と
こ
の
罪
の
世
界
に
対
す
る
神
の
審
判
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
正
し
い
。
し

か
し
、
神
の
審
判
は
つ
ね
に
『
神
の
国
』
の
前
触
れ
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
預
言
的
黙
示
的
意
味
で
は
、
世
界
に
お
け
る
神
の
正
義
は

神
の
新
し
い
世
界
の
基
礎
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
神
の
審
判
は
、
終
末
論
的
な
意
味
で
は
、
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
最
後
の
言
葉
は

こ
う
で
あ
る
。『
見
よ
、
わ
た
し
は
す
べ
て
の
も
の
を
新
た
に
す
る
』（
黙
二
一
・
五
）。
不
正
や
罪
や
死
に
対
す
る
神
の
『
否
』
は
、
聖
書

の
解
釈
に
従
え
ば
、
神
が
愛
に
よ
っ
て
創
造
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
贖
っ
て
く
だ
さ
る
す
べ
て
の
被
造
物
に
対
す
る
神
の
『
然
り
』
に
服
し
て
い

る
。『
歴
史
の
終
焉
』（finis historiae

）
と
し
て
の
神
の
審
判
の
終
末
論
的
理
解
で
安
易
に
止
ま
る
者
は
、
早
く
止
ま
り
過
ぎ
で
あ
る
。
万

物
の
新
し
い
創
造
に
お
け
る
『
世
界
の
目
的
』（telos m

undi

）
を
発
見
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
そ
の
先
を
行
く
必
要
が
あ
る
）
19
（

」。

（
5
）
創
造
の
原
初
的
な
善
へ
の
信
頼
と
政
治
の
関
係

「
罪
を
深
刻
に
受
け
止
め
る
こ
と
に
は
、
神
の
善
き
創
造
の
原
初
の
祝
福
へ
の
信
頼
に
取
っ
て
代
わ
る
能
力
も
な
け
れ
ば
、
決
定
的
な
神

の
国
の
希
望
に
取
っ
て
代
わ
る
能
力
も
な
い
。
こ
の
神
学
的
洞
察
は
次
の
よ
う
な
実
践
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
政
治
は
、
そ

も
そ
も
権
力
の
戦
い
や
強
制
な
ど
で
は
な
く
、
人
間
の
合
意
で
あ
る
。
人
間
が
国
家
を
必
要
と
す
る
の
は
、
人
々
が
罪
人
だ
か
ら
で
は
な

い
。
人
々
が
本
質
的
に
『
共
生
的
』
で
社
会
的
で
あ
る
ゆ
え
に
、
国
家
を
造
る
の
で
あ
る
（
J
・
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
）。
義
は
あ
ら
ゆ
る
国

家
に
必
要
で
あ
る
。
暴
力
と
強
制
と
ド
イ
ツ
的
『
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
』
の
上
に
建
て
ら
れ
る
国
家
は
砂
の
上
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
永
続
す
る
未
来
は
な
い
）
20
（

」。
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3
．
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
の
結
論
︱︱
悲
観
主
義
と
楽
観
主
義

モ
ル
ト
マ
ン
は
以
上
の
よ
う
に
指
摘
し
た
上
で
、
結
論
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
立
場
を
「
い
つ
も
最
悪
の
場
合
を
考
え
る
」
神
学
だ
と
し

て
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
た
。

要
す
る
に
、
未
来
に
対
し
て
二
つ
の
異
な
る
姿
勢
が
あ
る
。
一
つ
は
、
つ
ね
に
最
悪
の
場
合
を
考
慮
に
入
れ
る
姿
勢
で
あ

る
。
最
悪
の
こ
と
が
起
こ
れ
ば
、
そ
の
姿
勢
は
適
切
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
起
こ
ら
な
け
れ
ば
喜
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。
も
う
一
つ
は
、
つ
ね
に
最
善
に
期
待
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
最
善
の
こ
と
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
失
望
す
る
が
、
起
こ
れ
ば
幸

せ
に
な
れ
る
。
わ
た
し
は

0

0

0

0

、﹅

よ
り
良
い
未
来
へ
の
希
望
を
明
け
渡
す
よ
り
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、﹅

一
千
回
失
望
し
た
い
と
思
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。﹅「
幻
が
な
け
れ

0

0

0

0

0

ば
民
は
堕
落
す
る

0

0

0

0

0

0

0

﹇
滅
び
る
﹈」
の
で
あ
る

0

0

0

0

（
箴
言
二
九
・
一
八
）
21
（

）。﹇
新
共
同
訳
、
強
調
は
モ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
。﹈

最
後
に
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
一
九
八
九
年
以
降
の
社
会
主
義
諸
国
家
の
崩
壊
と
新
し
い
ド
イ
ツ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
現
に
触
れ
て
次
の
よ

う
な
点
を
付
け
加
え
た
。
冷
戦
時
代
、
人
々
は
み
な
将
来
へ
の
希
望
を
棄
て
て
現
実
主
義
者
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
一
九
八
九
年
以

降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
そ
の
一
〇
年
前
に
予
測
し
た
人
物
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
者
と
見
な
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
夢
想
家

と
見
な
さ
れ
て
退
け
ら
れ
た
。
だ
が
事
実
は
、
そ
の
よ
う
な
人
こ
そ
、
現
状
維
持
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
者
の
な
か
で
、
唯
一
の
現
実
主
義

者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
22
（

」。

要
す
る
に
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
、「
最
悪
の
場
合
を
考
慮
に
入
れ
る
姿
勢
」
を
持
つ
ニ
ー
バ
ー
的
現
実
主
義
が
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
新
し

い
事
態
に
よ
っ
て
い
か
に
不
適
切
で
あ
っ
た
か
が
証
明
さ
れ
た
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二
．
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
の
検
討

以
上
の
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
の
理
解
と
そ
れ
へ
の
批
判
は
妥
当
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
残
念
な
が
ら
答
え
は

「
否
」
で
あ
る
。
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
理
解
は
正
確
と
は
言
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
批
判
も
大
半

適
切
と
は
言
い
難
い
。

モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
の
内
容
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
四
七
年
、
捕
虜
収
容
所
で
ニ
ー
バ
ー
の
『
人
間
の
本
性
』
を
読

ん
だ
時
の
印
象
の
延
長
上
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ー
バ
ー
の
「
罪
に
対
す
る
一
定
の
悲
観
主
義
的
な
姿
勢
」
で
あ
る
。
当

時
の
モ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
そ
れ
は
強
烈
な
印
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
そ
の
ニ
ー
バ
ー
の
姿
勢

に
引
き
付
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
、
希
望
と
理
想
世
界
の
到
来
へ
の
期
待
を
棄
て
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
当
時

捕
虜
と
し
て
の
苦
し
い
状
況
に
あ
り
、
そ
え
ゆ
え
に
ニ
ー
バ
ー
の
洞
察
に
惹
か
れ
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
、
自
ら
の
う
ち
に
あ
る
楽
観
主
義

的
な
思
い
に
火
を
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
、
後
に
モ
ル
ト
マ
ン
が
、
ブ
ロ
ッ
ホ
の
刺
激
を
受
け
て
希
望
に
目
を

向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
素
地
の
い
く
ら
か
が
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
最
初
の
印
象
は
、
ど
う
や
ら
そ
の
後
の
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
観
に
と
っ
て
決
定
的
な
要
素
と
な
っ
た
。

「
序
文
」
は
、
そ
れ
が
記
さ
れ
た
一
九
九
一
年
の
時
点
で
も
な
お
そ
の
基
本
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
理
解
に
と
っ
て
益
を
も
た
ら
す
結
果
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
最
初
の
印
象
が
あ
ま
り
に
強

か
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
理
解
は
大
き
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー

の
思
想
を
一
貫
し
て
悲
観
主
義
的
な
枠
組
み
で
捉
え
る
こ
と
は
、
正
確
な
ニ
ー
バ
ー
の
理
解
を
阻
害
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
を
有
利
に
す
る
道
で
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は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
最
初
の
印
象
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
な
さ
れ
た
「
序
文
」
に
お
け
る
ニ
ー
バ
ー
批
判
は
ニ
ー
バ
ー
の
テ
キ
ス
ト
に

即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
、
印
象
批
評
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
さ
え
見
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
理
解
と
そ
れ
へ
の
批
判
は
、
そ
の
基
本
に
お
い
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
に
特
有
の
も
の
で
は
な

い
。
長
年
に
わ
た
っ
て
し
ば
し
ば
ニ
ー
バ
ー
に
批
判
的
に
向
け
ら
れ
た
視
点
と
多
く
の
点
で
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の
消
息
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

「
序
文
」
に
お
け
る
モ
ル
ト
マ
ン
の
主
張
の
要
点
は
、
ニ
ー
バ
ー
神
学
は
二
〇
世
紀
半
ば
の
状
況
に
対
応
す
べ
く
企
図
さ
れ
た
「
非
常
時

の
神
学
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
の
分
析
と
時
代
の
へ
の
対
応
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
神
学
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
洞
察
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
神
学
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
現
実
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
的
と
は
言
え
な
い
、
そ
れ
は
、
神
の
国
へ
の
希
望
に
基

づ
く
聖
書
的
な
立
場
で
は
な
く
、
非
聖
書
的
な
政
治
的
悲
観
主
義
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
問
題
点

を
指
摘
す
る
に
当
た
っ
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
的
か
」
の
問
い
を
掲
げ
た
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、

そ
の
問
い
へ
の
答
え
が
「
否
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

モ
ル
ト
マ
ン
は
、
そ
の
理
由
を
、
五
項
目
の
「
命
題
」（theses

）
と
し
て
提
示
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
項
目
は
内
容
的
に
か
な
り
重
な
る

も
の
で
あ
り
、
独
立
し
た
い
わ
ゆ
る
命
題
と
ま
で
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
議
論
を
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
の
理
解
と
啓
示
と
の

関
係
、
ニ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
悲
観
主
義
的
人
間
観
、
ニ
ー
バ
ー
の
終
末
論
と
神
の
国
の
三
点
に
整
理
し
て
、
そ
の
理
解
の
妥
当
性
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
と
に
し
た
い
。

1
．
ニ
ー
バ
ー
の
罪
の
理
解
と
啓
示
と
の
関
係
（
主
と
し
て
第
1
項
、
第
2
項
に
関
係
）

こ
の
点
に
つ
い
て
の
モ
ル
ト
マ
ン
の
批
判
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
「
神
の
恵
み
の
概
念
に
対
応
し
な
い
原
罪
論
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
罪
を
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神
の
恵
み
と
の
関
わ
り
の
中
で
論
じ
て
い
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
聖
書
的
な
罪
人
の
義
認
と
は
無
関
係
な
罪
理
解
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、「
罪
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
」
分
析
し
た
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
「
利
己
主
義
お
よ
び
自
己
利
益
」
は
単
な
る
人
間

一
般
の
現
象
で
あ
っ
て
、
聖
書
の
罪
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
モ
ル
ト
マ
ン
の
指
摘
に
は
、
お
そ
ら
く
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
認
識
論
あ
る
い
は
啓
示
論
へ
の
疑
惑
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
罪
を
神

の
恵
み
の
概
念
に
応
答
し
な
い
」
と
か
「
罪
そ
れ
自
体
に
お
け
る
」
分
析
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
啓
示
か
ら
出
発
せ
ず
に
、
人
間
本

性
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
分
析
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
ニ
ー
バ
ー
の

神
学
が
「
状コ
ン
テ
キ
ス
ト況
へ
の
応
答
」
で
あ
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
教
の
主テ
キ
ス
ト題
の
洞
察
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
の
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
神
学

全
体
へ
の
疑
惑
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

罪
の
強
調
と
そ
の
展
開
を
ニ
ー
バ
ー
神
学
の
本
質
的
特
徴
と
捉
え
、
そ
れ
ゆ
え
、
か
つ
て
ニ
ー
バ
ー
を
「
罪
の
神
学
者
）
23
（

」
と
呼
ん
だ
り
、

さ
ら
に
は
、
そ
の
神
学
を
「
人
間
論
へ
の
還
元
）
24
（

」
と
見
な
し
た
り
す
る
見
方
さ
え
現
れ
た
が
（
そ
れ
ら
は
現
在
で
は
過
剰
な
判
断
と
さ
れ
て

い
る
が
）、
モ
ル
ト
マ
ン
の
疑
惑
は
方
向
と
し
て
や
や
そ
れ
に
類
似
す
る
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
疑
惑
は
、
単
に
ニ
ー
バ
ー
の
罪
論
が
過
剰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
の
罪
の
扱
い
は
聖

書
的
で
な
い
、
あ
る
い
は
、
神
の
恵
み
の
視
点
す
な
わ
ち
啓
示
の
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
分
析
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
か
な
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

確
か
に
ニ
ー
バ
ー
は
、
罪
の
問
題
を
人
間
本
性
の
分
析
か
ら
始
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
自
己
」（self

）
の
分
析
で
あ
る
。
そ
の
自
己

が
「
自
然
」（nature

）
と
「
精
神
＝
霊
性
」（spirit

）
の
逆
説
的
合
流
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
人
間
は
、
一
方
で
「
自
然

の
子
」
で
、
そ
の
必
然
性
の
束
縛
の
中
に
あ
る
が
、
他
方
で
、「
自
然
、
生
命
、
自
己
自
身
、
理
性
、
世
界
な
ど
の
外
側
に
立
つ
一
つ
の
精

神
＝
霊
」
で
も
あ
る
。
後
者
は
、「
自
己
超
越
の
能
力
」
で
あ
り
、「
自
己
自
身
を
自
ら
の
対
象
と
す
る
能
力
」
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
真
の
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『
自
己
』」
で
あ
り
、
そ
の
特
質
は
端
的
に
「
根
源
的
自
由
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
自
己
超
越
的
自
己

の
局
面
は
、「
神
の
像
」（im

ago D
ei

）
の
象
徴
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
創
造
の
可
能
性
と
破
壊
の
可
能
性
」
の
両
面

を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
罪
論
を
そ
こ
か
ら
展
開
す
る
の
で
あ
る
）
25
（

。

ニ
ー
バ
ー
は
、
人
間
自
己
は
、
創
造
の
可
能
性
と
破
壊
の
可
能
性
に
由
来
す
る
「
不
安
」
あ
る
い
は
「
自
由
の
眩
暈
」
の
状
況
が
、
誘
惑

の
機
会
と
も
な
っ
て
、
罪
の
「
内
的
前
提
条
件
」（internal precondition

）
を
構
成
す
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
間
に
不
可
避

的
な
不
安
の
状
況
か
ら
、
罪
は
「
不
可
避
的
」
に
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
の
根
源
的
自
由
に
お
い
て
罪
は
生
起
す
る

の
で
あ
る
。「
歴
史
の
あ
る
と
こ
ろ
に
自
由
が
あ
り
、
自
由
が
あ
る
と
こ
ろ
罪
が
あ
る
）
26
（

」。
そ
れ
は
「
自
己
中
心
的
自
己
」（a self-centered 

self

）
の
な
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
表
れ
を
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
す
な
わ
ち
「
傲
慢
」
に
見
る
の
で
あ
る
。
傲
慢
と
は
言
う
ま
で
も
な

く
究
極
的
に
は
神
と
の
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ニ
ー
バ
ー
は
、
傲
慢
の
本
質
を
「
神
へ
の
反
逆
」
さ
ら
に
は
「
神
の
位
置
の
不
当

な
奪
取
」
と
「
定
義
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
27
（

。
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
罪
は
人
間
に
普
遍
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
を
「
原

罪
」
の
用
語
を
も
っ
て
表
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ダ
ム
の
罪
に
関
係
す
る
と
さ
れ
る
が
、「
歴
史
的
遺
伝
」
的
で
は
な
く
、
人
間
に
不
可

避
的
・
普
遍
的
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
）
28
（

。
し
た
が
っ
て
、「
罪
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
利
己
主
義
お
よ
び
自
己
利
益
と
し
て
定
義
す
る
と
し

た
ら
、
神
へ
の
関
係
は
な
く
な
る
」（
第
一
項
）
と
い
う
モ
ル
ト
マ
ン
の
理
解
は
適
当
で
は
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
概
念
か
ら
、
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
け
る
罪
の
現
実
を
完
膚
な
き
ま
で
に
暴
き
出
し
た
。
そ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
の

き
わ
め
て
魅
力
的
な
部
分
で
あ
り
、
罪
の
多
様
な
表
れ
に
鋭
く
切
り
込
む
の
で
あ
る
。
あ
る
と
き
は
、
自
己
の
内
部
を
心
理
学
的
に
抉
り

出
し
、
あ
る
と
き
は
政
治
的
視
点
か
ら
集
団
の
罪
を
糾
弾
し
た
。
い
わ
ば
、「
罪
の
地
形
学
」（topograph

）
29
（y

）
と
で
も
言
う
べ
き
論
述
で
あ

る
。
そ
の
分
析
の
対
象
と
な
る
罪
の
現
象
は
文
字
ど
お
り
広
範
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
ニ
ー

バ
ー
に
と
っ
て
、
原
罪
の
教
理
は
「
経
験
的
に
の
み
実
証
し
う
る
教
理
）
30
（

」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
聖
書
の
原

罪
の
教
理
は
ほ
か
な
ら
ぬ
歴
史
世
界
の
現
実
に
き
わ
め
て
明
確
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
罪
自
体
か
ら
、
あ
る
い
は
経
験
か
ら
そ
の
聖
書
的
洞
察
に
至
る
順
序
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
論
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば

救
済
論
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
を
、
世
界
の
各
所
・
各
時
代
に
見
ら
れ
る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
（
救
済
者

待
望
信
仰
）
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
分
析
か
ら
始
め
て
、
旧
約
の
預
言
者
に
よ
る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
諸
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム

の
問
題
点
を
分
析
し
、
そ
れ
と
の
連
続
と
断
絶
の
弁
証
法
に
お
い
て
究
極
の
メ
シ
ア
な
る
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
十
字
架
の
意
味
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
れ
も
ま
た
見
方
に
よ
っ
て
は
、
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
を
そ
れ
自
体
と
し
て
分
析
し
て
い
て
、
神
の
恵
み
か
ら
、
あ
る
い
は
啓
示
か
ら
の
分

析
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
）
31
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
罪
で
あ
れ
救
済
論
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
ニ
ー
バ
ー
の
独
特
の
神
学
的
認
識
論
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
罪
に
関
し
て
言
え
ば
、
論
述
の
順
序
と
し
て
、
罪
を
そ
れ
自
体
と
し
て
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
聖
書
の
罪
理
解
を
受
け
止
め
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
本
質
的
な
議
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
逆
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
神
学
は
、
啓
示
に
始
ま
り
そ
れ
に

根
拠
を
置
く
神
学
で
あ
る
。
と
く
に
十
字
架
に
つ
い
て
、
早
く
よ
り
、
そ
れ
を
「
究
極
的
現
実
の
啓
示
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
姿
勢
は
一
貫

し
て
い
た
）
32
（

。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
啓
示
と
は
あ
く
ま
で
も
神
の
自
己
開
示
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
神
探
求
の
歴
史
で
も
な
け
れ
ば
、
近

代
の
神
解
釈
で
も
な
く
、
そ
の
究
極
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
で
あ
る
。「
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
と
死
」
が
「
神
の
究
極
的
な
出
来
事
」

で
あ
り
、「
啓
示
の
焦
点
）
33
（

」
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
基
本
的
な
啓
示
理
解
で
あ
る
）
34
（

。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
ニ
ー
バ
ー
は
罪
論
を
人
間
自
己
の
分
析
か
ら
始
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
究
極
的
な
「
啓
示
の
焦
点
」
か
ら
考

察
を
始
め
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
こ
に
ニ
ー
バ
ー
の
啓
示
と
経
験
、
信
仰
と
歴
史
の
関
係
に
つ
い
て
の
独
特
な
論
理
が
あ
る
。
ニ
ー

バ
ー
は
そ
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。

わ
れ
わ
れ
の
解
釈
は
、
あ
ら
ゆ
る
解
釈
が
最
終
的
分
析
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
」
も
し
く
は

告
白
的
で
あ
る
）
35
（

。
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ひ
と
た
び
啓
示
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
経
験
は
、
歴
史
に
お
け
る
倫
理
問
題
を
解
釈
す
る
適
切
な
原
理
と
な
る
）
36
（

。

歴
史
的
出
来
事
の
経
過
が
不
可
避
的
に
出
来
事
の
預
言
者
的
解
釈
﹇
聖
書
的
解
釈
﹈
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し

注
目
に
値
す
る
こ
と
は
、
い
っ
た
ん
預
言
者
の
神
に
対
す
る
信
仰
が
受
け
止
め
ら
れ
る
と
き
、
歴
史
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
ま

さ
に
正
当
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
あ
る
が
ま
ま
の
歴
史
が
生
み
出
す
の
で
は
な
い
解
釈
原
理
を
持
つ
こ
と
な
し

に
、
歴
史
を
解
釈
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
…
…
分
析
・
解
釈
の
原
理
と
し
て
、
信
仰
の
あ
る
種
の
前
提
を
用
い

な
い
よ
う
な
、
出
来
事
の
経
緯
の
分
析
は
あ
り
え
な
い
）
37
（

。

こ
こ
に
は
、
啓
示
の
洞
察
あ
る
い
は
預
言
者
的
解
釈
﹇
聖
書
的
解
釈
﹈
が
ニ
ー
バ
ー
の
論
述
の
あ
く
ま
で
も
出
発
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に

主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
ひ
と
た
び
」
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
、
歴
史
は
そ
れ
を
正
当
化
し
、
そ
れ
が
今
度
は
歴
史
解
釈
の
原

理
と
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
啓
示
と
経
験
の
間
を
行
き
来
す
る
仕
方
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
経
験
を
分
析
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢

を
ニ
ー
バ
ー
は
、「
信
仰
の
前
提
と
経
験
の
事
実
の
間
の
循
環
関
係
）
38
（

」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
単
な
る
論
述
の
特
徴
で
は
な
い
。
そ
れ
は
深
く
ニ
ー
バ
ー
の
啓
示
理
解
で
あ
り
、
い
わ
ば
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
認

識
論
の
基
本
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
弁
証
作
業
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

モ
ル
ト
マ
ン
の
批
判
は
、
こ
う
し
た
き
わ
め
て
重
要
な
ニ
ー
バ
ー
の
特
質
を
見
逃
し
て
い
る
皮
相
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

2
．
ニ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
悲
観
主
義
的
人
間
論
に
つ
い
て
（
主
と
し
て
第
3
項
お
よ
び
第
5
項
に
関
係
）

モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
論
の
啓
示
と
の
関
係
に
疑
義
を
呈
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
罪
理
解
か
ら
来
る
「
悲
劇
的
な
人
間
存
在
」
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理
解
を
問
題
に
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
結
局
「
罪
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
克
服
す
る
こ
と
」
が
な
く
、
た
だ
「
義
人
に
し
て
同
時

に
罪
人
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
存
在
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
神
の
力
強
い
恵
み
の
体
験
が
不
足
し
、
希
望

に
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ニ
ー
バ
ー
に
は
、「
神
の
善
き
創
造
の
原
初
の
祝
福
へ
の
信
頼
」
が
欠
如
し
て
い
る
と
見
な
す
。

ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
が
悲
観
主
義
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
あ
る
程
度
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
よ
り
厳
密
に
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
を
た
ど
っ
て
い
く
と
簡
単
に
そ
の
よ
う
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
が
罪
を
と
く
に
取
り
上
げ
、
人
間
の
普
遍
的
な
事
実
と
し
て
い
か
に
人
間
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
染
ま
っ
て
い
る
か
を
、
当
時
ほ
と

ん
ど
一
般
に
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
「
原
罪
」
の
語
を
用
い
、「
罪
の
地
政
学
」
的
洞
察
を
駆
使
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ

れ
は
、
こ
の
主
張
を
し
た
二
〇
世
紀
半
ば
、「
人
間
の
無
垢
と
徳
へ
の
信
頼
の
中
で
育
て
ら
れ
た
」
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
た
ち
に
「
驚
愕
」

を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
）
39
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
は
「
罪
の
神
学
者
」
と
呼
ば
れ
、
悲
観
主
義
的
人
間
観
が
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
の
主
要

な
特
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
決
し
て
人
間
を
罪
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
そ
の
特
質
の
す
べ
て
を
説
明
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
分
析
し
た
人
間
自
己
は
、「
創
造
の
可
能
性
と
破
壊
の
可
能
性
」
の
両
面
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
に

は
「
破
壊
の
可
能
性
」
と
と
も
に
「
創
造
の
可
能
性
」
も
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
は
、『
人
間
の
本
性
』
に
お
い
て
、
人
々
を
「
驚
愕
」
さ
せ
た
罪
に
つ
い
て
の
論
述
の
後
、
こ
の
書
の
最
後
に
、

人
間
の
「
原
義
」（justitia originalis

）
に
つ
い
て
の
章
を
設
け
、
罪
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
人
間
の
創
造
的
局
面
が
間

違
い
な
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、「
原
罪
」
の
用
語
（
内
容
で
は
な
く
）
に
つ
い
て
は
、
晩
年
、

現
代
人
に
誤
解
さ
れ
や
す
い
用
語
で
あ
っ
た
と
し
て
そ
の
使
用
の
撤
回
を
表
白
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
い
わ
ば
中
世
的
な

「
原
義
」
の
用
語
を
ラ
テ
ン
語
の
ま
ま
使
用
し
て
論
じ
た
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
原
罪
の
用
語
を
も
っ
て
人

間
の
罪
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、「
原
義
」
の
用
語
を
も
っ
て
人
間
の
義
な
る
性
質
、
創
造
的
可
能
性
へ
と
至
る
局
面
を
同
程
度
に
強
調
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し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
人
間
を
終
始
一
貫
、
原
罪
と
原
義
の
弁
証
法
の
中
に
見
て
い
た
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
人
間
を
歴
史
の
ド
ラ
マ
の
弁
証
法
の
中
で
捉
え
て
い
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。

ニ
ー
バ
ー
の
「
原
義
」
論
に
お
い
て
結
論
的
な
こ
と
は
、
い
か
に
汚
さ
れ
堕
落
し
て
い
よ
う
と
も
、
人
間
の
本
性
に
は
、
本
来
的
原
初
的

な
「
義
」
も
し
く
は
「
完
全
」
の
次
元
の
片
鱗
が
、「
神
の
像
」（im

ago D
ei

）
と
し
て
残
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
罪
は
不
可

避
的
普
遍
的
に
す
べ
て
の
人
間
を
覆
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
罪
は
人
間
の
真
の
本
質
の
腐
敗
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
破

壊
で
は
な
い
」、
人
間
は
病
気
で
は
あ
る
が
死
ん
で
は
い
な
い
。
こ
れ
が
ニ
ー
バ
ー
の
、
罪
の
普
遍
性
と
不
可
避
性
と
重
大
性
を
徹
底
し
て

強
調
し
た
ニ
ー
バ
ー
の
も
う
一
つ
の
、
し
か
も
き
わ
め
て
重
要
な
確
信
で
あ
る
。

そ
の
「
原
義
」
を
ニ
ー
バ
ー
は
こ
う
理
解
す
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
普
遍
的
に
体
験
す
る
「
か
つ
て
の
祝
福
さ
れ
た
状
態
の
記
憶
」
で
あ

る
。
罪
は
決
し
て
正
常
な
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
異
常
な
事
態
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
か
つ
て

破
っ
た
律
法
の
反
響
が
良
心
の
中
に
響
き
渡
っ
て
い
る
」
と
い
う
人
間
内
部
に
お
け
る
体
験
が
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
誰
し
も
自
分
が
本

来
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
を
意
識
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
現
在
の
状
態
と
本
来
あ
る
べ
き
状
態
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
矛
盾
と
、
そ

こ
に
生
じ
る
不
安
と
を
つ
ね
に
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
識
と
記
憶
は
、「
自
己
自
身
を
超
越
す
る
瞬
間
の
自
己
」
そ
の

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
義
は
、「
自
由
な
人
間
の
究
極
的
な
要
求
と
し
て
人
間
と
と
も
に
存
在
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
「
要
求
」

ま
た
「
律
法
」
と
し
て
良
心
の
中
に
響
き
渡
っ
て
い
る
の
は
、
端
的
に
は
、
神
と
隣
人
へ
の
愛
の
戒
め
（
マ
タ
イ
二
二
・
三
七
―
三
九
）
で

あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
律
法
以
上
の
も
の
で
あ
り
、「
人
間
の
究
極
的
な
律
法
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
律
法
と
し
て
の
原

義
は
要
求
と
し
て
人
間
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
）
40
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
罪
論
に
劣
ら
な
い
雄
弁
さ
で
人
間
の
原
義
と
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ニ
ー
バ
ー

の
原
義
は
、
き
わ
め
て
弁
証
法
的
に
緊
張
し
た
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
の
こ
の
姿
勢
に
な
お
悲
観
主
義
を
見
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
原
義
論
を
基
礎
に
、
そ
の
後
、
破
壊
性
や
歴
史
の
限
界
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
多
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様
な
か
た
ち
で
人
間
の
創
造
性
と
歴
史
の
可
能
性
を
語
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
を
挙
げ
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
に
は
、「
決
定
さ
れ
て
い
な
い

諸
可
能
性
」（indeterm

inate possibiliti

）
41
（es

）
の
強
調
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
研
究
に
お
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
概

念
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ニ
ー
バ
ー
を
理
解
す
る
場
合
、
き
わ
め
て
重
要
な
鍵
と
な
る
概
念
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
歴
史
に
可
能
性

を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
、
ニ
ー
バ
ー
を
「
ル
タ
ー
的
」
と
し
て
の
み
捉
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ニ
ー

バ
ー
は
、
ル
タ
ー
の
義
認
論
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
「
敗
北
主
義
」
な
い
し
「
静
寂
主
義
」
が
あ
る
と
繰
り
返
し
批
判
し

て
も
い
る
の
で
あ
る
）
42
（

。（
ち
な
み
に
、
モ
ル
ト
マ
ン
も
、
ル
タ
ー
に
つ
い
て
そ
の
「
十
字
架
の
神
学
の
政
治
的
意
味
で
の
限
界
」
と
し
て
、

ニ
ー
バ
ー
の
ル
タ
ー
批
判
に
類
似
す
る
見
方
を
提
示
し
て
い
る
）
43
（

。）

ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
を
悲
観
主
義
と
見
な
す
見
方
は
、
い
さ
さ
か
正
確
さ
に
欠
け
る
と
言
え
ま
い
か
。
も
ち
ろ
ん
「
罪
を
深
刻
に
受
け
止

め
る
こ
と
に
は
、
神
の
善
き
創
造
の
原
初
の
祝
福
へ
の
信
頼
に
取
っ
て
代
わ
る
能
力
も
な
け
れ
ば
、
決
定
的
な
神
の
国
の
希
望
に
取
っ
て
代

わ
る
能
力
も
な
い
」（
第
五
項
）
と
の
モ
ル
ト
マ
ン
の
指
摘
は
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ

て
、「
キ
リ
ス
ト
は
、
創
造
さ
れ
た
秩
序
の
啓
示
を
超
え
そ
れ
凌
駕
す
る
自
ら
の
贖
い
の
生
命
力
に
お
い
て
神
を
啓
示
す
る
贖
罪
者
で
あ

る
）
44
（

」。
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
罪
を
指
摘
す
る
こ
と
で
人
間
の
問
題
を
解
決
で
き
る
と
考
え
て
い
る
と
見
な
し
、
ニ
ー
バ
ー
の
現
実

主
義
を
「
ド
イ
ツ
的
『
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
』」
と
同
一
視
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ニ
ー
バ
ー
へ
の
大
き
な
誤
解
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー

が
主
張
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
を
背
後
に
お
い
た
、
人
間
本
性
に
お
け
る
罪
と
義
、
破
壊
性
と
創
造
性
の
弁
証
法
に
お
い
て
人
間
と

歴
史
を
捉
え
た
「
キ
リ
ス
ト
教

0

0

0

0

0

現
実
主
義
」
で
あ
っ
て
、
一
般
の
政
治
的
現
実
主
義
ま
し
て
や
い
わ
ゆ
る
「
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
」
と

は
そ
の
本
質
に
お
い
て
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
）
45
（

。
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3
．
ニ
ー
バ
ー
の
終
末
論
と
神
の
国
（
第
4
項
に
関
係
）

モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
「
神
の
超
越
と
罪
の
世
界
に
対
す
る
神
の
審
判
の
強
調
」
が
、
神
の
裁
き
が
「
つ
ね
に
『
神
の
国
』
の
前

触
れ
に
す
ぎ
」
ず
、「
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
側
面
を
十
分
に
捉
え
て
い
な
い
と
批
判
し
た
。

確
か
に
ニ
ー
バ
ー
は
、
神
の
超
越
と
審
判
な
い
し
終
末
を
強
調
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
モ
ル
ト
マ
ン
が
理
解
す
る
よ
う
に
単
純
で
は
な

い
。
す
で
に
述
べ
た
、
人
間
の
創
造
性
と
歴
史
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
ニ
ー
バ
ー
の
弁
証
法
的
理
解
は
、
審
判
な
い
し
終
末
に
対
す
る
ニ
ー

バ
ー
の
解
釈
に
も
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
審
判
、
神
の
国
、
永
遠
と
い
っ
た
終
末
論
に
関
す
る
理
解
は
一
様
で
は
な
い
。
そ
の
特
質
は
、
つ
ね
に
徹
底
し
た

弁
証
法
的
二
面
性
の
保
持
に
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
終
末
論
の
性
格
は
、
あ
え
て
単
純
化
す
れ
ば
、
実
存
的
現
在
的
性
格
と
時
間
的
未
来
的
性

格
が
、
微
妙
な
弁
証
法
的
緊
張
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
そ
の
全
体
を
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
を
、「
す
で
に
」
と
「
ま

だ
」
の
緊
張
関
係
に
あ
る
、
歴
史
の
「
意
味
の
開
示
と
成
就
の
間
の
『
中
間
時
』」
と
し
て
捉
え
る
い
わ
ゆ
る
救
済
史
的
終
末
論
の
大
枠
に

お
け
る
終
末
の
理
解
で
あ
る
）
46
（

。
中
間
時
の
歴
史
は
、
現
実
的
に
は
両
義
性
、
予
測
不
可
能
性
、
神
秘
性
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
そ

の
よ
う
な
緊
張
感
を
保
ち
な
が
ら
終
末
へ
と
向
か
う
。
し
か
し
、
そ
の
終
末
は
歴
史
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
歴
史
の
究
極
的
な
完
成
は
、
歴
史
的
な
過
程
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
同
時
に
、「
終
末
は
歴
史
的
過
程
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
完

成
す
る
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
）
47
（

。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
歴
史
の
終
末
は
い
わ
ゆ
る
「
終
焉
」（finis

）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
の
意
味

の
成
就
で
あ
り
完
成
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
安
易
に
そ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
「
着
想
の
冒
険
）
48
（

」
を
も
っ
て
歴
史
の
終
末
の
そ
の
先
に
ま
で
、
す
な
わ
ち
「
神
の
国
」
の
現
実
に
ま
で
目
を
向
け

よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
社
会
福
音
的
神
の
国
の
待
望
に
失
望
し
た
ニ
ー
バ
ー
が
、
終
末
の
先
に
は
ほ
と
ん
ど
目
を
向
け
ず
、
そ
れ
を
神
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の
秘
義
に
委
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
終
末
を
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
に
理
解
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
「
被
造
物
に
対
す
る
神
の
『
然
り
』」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
ま
し
て
、「
歴
史
の
終
焉
と
し
て
の
神
の
審
判
の
終
末
論
的
理
解
で
安
易
に
…
…
早
く
止
ま
り
過
ぎ
で
あ
る
」
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
の

立
場
に
対
す
る
行
き
過
ぎ
た
解
釈
で
あ
る
。
モ
ル
ト
マ
ン
は
ニ
ー
バ
ー
の
終
末
論
の
弁
証
法
的
性
格
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。三

．
ニ
ー
バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
の
違
い

以
上
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
提
示
し
た
ニ
ー
バ
ー
へ
の
五
項
目
に
わ
た
る
評
価
の
基
本
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
妥
当
性
を
検
討
し
て
き

た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
序
文
」
に
お
け
る
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
の
全
体
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
も
、
そ
の
妥
当
性
を
問

い
、
そ
の
上
で
、
ニ
ー
バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
的
な
違
い
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

1
．
ニ
ー
バ
ー
神
学
全
体
へ
の
モ
ル
ト
マ
ン
の
評
価

こ
の
点
に
お
け
る
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
へ
の
疑
義
は
、
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
な
い

し
現
実
主
義
は
、「
時
代
の
状コ
ン
テ
キ
ス
ト況

」
へ
の
対
応
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
主テ
キ
ス
ト題

の
洞
察
」
か
ら
で
は
な
い
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
は
、
ニ
ー
バ
ー
自
身
も
含
む
ニ
ー
バ
ー
の
時
代
状
況
を
受
け
て
、
一
方
で
フ
ァ
ッ
シ
ズ

ム
や
共
産
主
義
の
危
機
に
対
し
て
、
他
方
で
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
と
し
て
の
「
非
常
時
の
神
学
」（“em

ergency 
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theology ”

）
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
三
は
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
は
、
結
果
と
し
て
、
悲
観
主
義
に
色
濃
く
染
め

ら
れ
た
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
真
の
希
望
が
な
く
、
時
代
新
し
い
事
態
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
実
際
対
応
で
き

な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
、
モ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
ニ
ー
バ
ー
へ
の
立
場
へ
の
疑
義
は
、
い
わ
ば
ニ
ー
バ
ー
の
立
場
を
根
底
か
ら
問
題
と
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
を
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
こ
と
に
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
検
討
し
た
、
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
経
験
と
啓
示
の
循
環
関
係
と
い
う
神
学
的
認
識
論
の
議
論
が
そ
の

答
え
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
時
代
の
状コ
ン
テ
キ
ス
ト況
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
は

ニ
ー
バ
ー
の
と
く
に
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
の
出
発
は
あ
く
ま
で
も

啓テ
キ
ス
ト示
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
二
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
が
、
時
代
の
危
機
に
対
応
す
る
「
非
常
時
の
神
学
」
と
見
な
す
こ
と
は

適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
、
啓
示
か
ら
出
発
し
て
経
験
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
啓
示
の
歴
史
的
妥
当
性
を

見
出
し
、
そ
の
分
析
を
も
っ
て
、
時
代
の
問
題
と
立
ち
向
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
確
か
に
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
歴
史

の
当
面
の
問
題
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
や
共
産
主
義
で
あ
り
、
道
徳
的
シ
ニ
シ
ズ
ム
や
ロ
マ
ン
主
義
な
い
し
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
）
49
（

。
ニ
ー

バ
ー
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
キ
リ
ス
ト
教
の
主
題
を
も
っ
て
分
析
し
批
判
し
そ
の
克
服
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
か
っ

た
。し

た
が
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
問
題
は
時
代
に
制
約
さ
れ
た
問
題
で
あ
り
、
そ
の
問
題
を
分
析
し
そ
の
本
質
を
あ
ぶ
り
出
す
作
業

が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
の
現
実
主
義
に
お
け
る
積
極
面
の
不
足
を
指
摘
す
る
声
が
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
、
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
悲
観
主
義
で
は
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
実
際
に
は
希
望
を
語
り
、
歴
史
の
可
能
性
を
見
て
い
た
。

モ
ル
ト
マ
ン
は
、「
一
九
八
九
年
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ
っ
た
こ
と
」
を
ニ
ー
バ
ー
的
現
実
主
義
が
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
し
、
希
望
を
抱
き
続
け
た
者
の
み
が
、
一
時
は
夢
想
主
義
者
と
し
て
退
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
予
測
し
た
、
む
し
ろ
か
れ
ら
こ
そ
「
唯
一
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の
現
実
主
義
者
」
で
あ
っ
た
と
示
唆
し
て
い
る
。
モ
ル
ト
マ
ン
ら
が
ど
の
程
度
そ
の
出
来
事
を
予
測
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
。

し
か
し
、
次
の
事
実
は
挙
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
バ
ー
が
、
一
九
五
二
年
の
時
点
で
、
か
つ
て
イ
ス
ラ
ム
・
ト
ル

コ
が
「
内
部
に
お
け
る
腐
敗
に
よ
っ
て
自
ら
滅
ん
で
い
っ
た
」
よ
う
に
、
共
産
主
義
ロ
シ
ア
も
ま
た
同
様
に
崩
壊
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
、
た

だ
し
そ
れ
に
は
な
お
「
数
十
年
を
必
要
と
す
る
」
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
そ
の
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
時
ま
で
「
必
要
な
忍
耐
」
を
持
つ
た
め

に
は
、「
よ
り
大
き
な
歴
史
の
流
れ
」
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
付
け
加
え
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
）
50
（

。
ニ
ー
バ
ー
的
現
実
主
義
の

視
野
は
、
目
先
の
緊
急
非
常
事
態
に
だ
け
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
非
常
な
慎
重
さ
を
も
っ
て
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
を
超
え

る
は
る
か
な
歴
史
の
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

2
．
罪
の
問
題

以
上
の
よ
う
に
、「
序
文
」
に
提
示
さ
れ
た
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
は
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
序
文
」
は
、
そ

の
ま
ま
モ
ル
ト
マ
ン
自
身
の
神
学
の
特
徴
を
端
的
に
示
す
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
お
そ
ら
く
罪
に
関
わ
る
問
題

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
悲
観
主
義
の
問
題
も
希
望
を
め
ぐ
る
議
論
も
究
極
的
に
罪
の
理
解
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
）
51
（

。

モ
ル
ト
マ
ン
の
「
序
文
」（
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
）
の
内
容
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
へ
の
関
心
を
過
剰
と

見
な
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
適

切
で
な
い
と
い
う
啓
示
と
の
関
係
や
認
識
論
的
問
題
も
提
起
し
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
へ
の
関
心
は
聖
書
的
で
は
な
い
、

キ
リ
ス
ト
教
的
で
は
な
い
、
と
の
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
論
で
は
、「
義
認
」

や
「
罪
人
の
赦
し
」
が
力
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
罪
に
対
す
る
恵
み
の
勝
利
が
十
分
に
主
張
さ
れ
て
い
な
い
、
ル
タ
ー
的
「
義
人
に
し
て
同
時

に
罪
人
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
罪
を
真
に
現
実
主
義
的
に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
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れ
は
「
神
の
力
強
い
恵
み
の
体
験
が
希
望
の
楽
観
主
義
に
つ
な
が
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
罪
の
理
解
に
つ
い
て
、
両
者
の
間
に
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
罪
の
重

大
性
の
軽
重
、
深
浅
の
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
罪
の
性
格
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
両
者
の
十
字
架
の
理
解
に
深
く
関
わ
る
。

ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
も
モ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
も
、
十
字
架
が
神
学
の
究
極
の
規
準
な
い
し
主
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
を
「
十
字
架
の
神
学
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
か
ら
で
あ
り
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
に
つ
い
て
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
自
身
が
そ
う
公
言
し
て
い
る
か
ら
あ
る
）
52
（

。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
内
容
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
十
字
架
の
理
解
は
、
贖
罪
論
と
し
て
お
お
む
ね
伝
統
的
な
理
解
の
下
に

あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
十
字
架
の
主
題
は
、
徹
頭
徹
尾
、
罪
の
問
題
で
あ
り
そ
れ
か
ら
の
救
済
で
あ
る
。
そ
の
救
済
は
、
過
去
の
歴
史

的
な
解
釈
に
は
多
様
な
批
判
も
持
ち
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
、
や
は
り
伝
統
的
な
贖
罪
論
の
線
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
十
字
架
に
つ
け
ら

れ
た
キ
リ
ス
ト
は
、「
苦
難
の
メ
シ
ア
」
で
あ
り
、
そ
の
苦
難
は
「
代
償
的
苦
難
」
ま
た
「
代
償
的
愛
」
だ
か
ら
で
あ
る
）
53
（

。
た
だ
、
そ
の
十

字
架
の
神
学
は
、
ル
タ
ー
的
十
字
架
の
神
学
を
「
歴
史
的
現
実
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
の
十
字
架
の
神
学
」
と
し
て
、
歴
史
的
次
元

に
開
か
れ
て
い
る
神
学
で
あ
っ
た
）
54
（

。
し
か
し
な
お
そ
れ
は
、
罪
か
ら
の
贖
罪
的
救
済
ま
た
和
解
の
神
学
で
あ
り
続
け
た
。

一
方
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
は
伝
統
的
理
解
と
は
異
な
る
。
モ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
十
字
架
の
主
題
は
、
罪
と
い
う
よ
り
も
《
苦
難
》
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
義
論
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
』
の
主
題
は
、
贖
罪
で
は

な
く
、
御
子
に
お
け
る
神
の
死
で
あ
り
――
そ
れ
は
神
を
不
死
と
す
る
伝
統
的
「
神
概
念
の
革
命
」
を
意
味
す
る
――
、
そ
の
よ
う
に
し
て

苦
難
の
中
に
あ
る
人
間
と
連
帯
す
る
神
で
あ
り
、
人
間
を
苦
難
か
ら
解
放
す
る
神
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
む
し
ろ
伝
統
的
救
済
論
な
い
し
贖
罪

論
の
放
棄
さ
え
主
張
す
る
）
55
（

。
し
た
が
っ
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ル
タ
ー
の
十
字
架
の
神
学
に
は
「
政
治
的
な
意
味
で
の
限
界
」
が
あ
っ
た
と

し
、「
十
字
架
の
神
学
を
世
界
理
解
と
歴
史
理
解
に
至
る
ま
で
展
開
し
…
…
社
会
批
判
に
も
関
わ
る
十
字
架
の
神
学
」
を
志
向
し
た
の
で
あ

る
）
56
（

。
そ
れ
は
も
は
や
伝
統
的
贖
罪
論
、
和
解
の
神
学
で
は
な
か
っ
た
。
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こ
う
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
の
間
に
は
、
罪
を
め
ぐ
り
、
十
字
架
の
理
解
を
め
ぐ
り
大
き
な
違
い
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
ニ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
評
価
し
た
小
さ
な
文
章
の
内
容
を
手
が
か
り
に
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
理
解
の
妥
当
性

を
論
じ
、
そ
こ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
両
者
の
神
学
的
特
徴
の
一
面
に
触
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
ご
く
一
端
に
す
ぎ
な
い
が
、
ニ
ー
バ
ー

と
モ
ル
ト
マ
ン
の
本
質
的
な
違
い
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
『
希
望
の
神
学
』
が
世
に
出
た
時
、
大
木
英
夫
教
授
は
、
そ
の
著
を
、「
神
学
の
最
先
端
の
問
題
と
取
り
組
み

な
が
ら
組
織
神
学
そ
れ
自
体
を
社
会
問
題
と
か
み
合
わ
せ
よ
う
と
志
向
す
る
」
試
み
と
し
て
、
ま
た
、「
二
〇
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神

学
を
も
う
ひ
と
た
び
『
組
織
神
学
か
ら
社
会
倫
理
へ
』
と
転
換
せ
し
め
る
と
い
う
可
能
性
」
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
が
）
57
（

、

そ
の
上
で
、
そ
の
問
題
点
を
、「
根
本
的
な
宗
教
問
題
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た
。

は
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
〈
希
望
の
宗
教
〉
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
か

…
…
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
ユ
ダ
ヤ
教
の
一
セ
ク
ト
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
性

は
、〈
希
望
の
宗
教
〉
の
切
断
か
ら
、
切
り
株
か
ら
新
芽
が
出
る
よ
う
に
、
発
生
す
る
全
く
新
し
い

0

0

0

0

0

宗
教
な
の
で
あ
る
…
…
と

い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
〈
希
望
の
宗
教
〉
の
発
展
で
は
な
く
、
克
服
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
的

宗
教
は
〈
希
望
〉
の
ス
タ
イ
ル
で
え
が
か
れ
て
は
な
ら
な
い
…
…
キ
リ
ス
ト
教
は
単
な
る
〈
希
望
の
宗
教
〉
と
し
て
で
は
な

く
、〈
愛
の
宗
教
〉
と
し
て
自
己
を
現
し
た
の
で
あ
る
…
…
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
に
お
い
て
…
…
〈
愛
〉
が
開
示
さ
れ
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て
い
る
の
で
あ
る
…
…
十
字
架
は
、
ユ
ダ
ヤ
的
希
望
の
宗
教
と
の
絶
対
的
対
立
を
表
す
だ
け
で
な
く
…
…
宗
教
的
に
偽
装
さ
れ

た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
徹
底
的
否
認
﹇
審
判
﹈
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
…
…
モ
ル
ト
マ
ン
は
、〈
約
束
〉
の
視
点
か
ら

歴
史
的
世
界
の
視
野
を
も
つ
の
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、〈
審
判
〉
の
視
点
か
ら
世
界
的
視
野
を
得
る
の
で
あ
る
…
…
モ
ル
ト

マ
ン
に
お
け
る
〈
審
判
〉
の
把
握
の
弱
さ
が
問
題
と
な
る
…
…
）
58
（

。

こ
の
指
摘
は
、
わ
れ
わ
れ
の
議
論
の
根
本
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
モ
ル
ト
マ
ン
の
問
題
を
指
摘
す
る
大
木
教
授
の
視
点
は

ニ
ー
バ
ー
の
そ
れ
に
重
な
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
希
望
は
、
旧
約
か
ら
の
視
点
を
将
来
へ
と
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
愛
は
、
そ
れ
を
切
断
し
そ
の
上
で
新
し
い
世
界
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
る
。
モ
ル
ト
マ
ン
は
人
間
の
問
題
の
本
質
を
、
罪
で
あ
る
よ

り
も
苦
難
と
考
え
た
。
苦
難
は
解
放
の
対
象
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ニ
ー
バ
ー
は
神
へ
の
反
逆
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
し
て
顕

れ
る
罪
そ
の
も
の
を
重
視
し
た
。
罪
は
贖
罪
の
対
象
で
あ
ろ
う
。
贖
罪
は
十
字
架
に
象
徴
さ
れ
る
審
判
を
含
む
、《
否
定
媒
介
》
に
よ
る
救

い
で
あ
る
。
解
放
は
む
し
ろ
《
約
束
》
の
成
就
で
あ
る
）
59
（

。

　
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
を
批
判
的
に
考
察
し
た
小
さ
な
論
考
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
ニ
ー
バ
ー
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
か
を
示

す
き
わ
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
批
判
自
体
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
結
果
と
し
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
と
ニ
ー
バ
ー

の
神
学
的
違
い
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
違
い
は
深
遠
な
神
学
的
議
論
を
誘
発
す
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
論
考
は
、
そ
の
よ
う
な
次
元
に
お
け
る
、
ニ
ー
バ
ー
と
の
創
造
的
な
対
話
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
悔
や
ま
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
の
《
否
定
媒
介
的
歴
史
の
神
学
》
と
モ
ル
ト
マ
ン
の
《
連
続
的
約
束
的
歴
史
の
神
学
》
は
、
一
方
は
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
、
他

方
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
、
歴
史
の
諸
問
題
と
取
り
組
ん
だ
神
学
で
あ
っ
た
。
二
一
世
紀
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
学
の
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意
義
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
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iguez B
onino

）

の
両
者
の
助
手
を
務
め
た
と
い
う
。C

f. Ibid., vii.

（
11
） 

こ
れ
は
現
在
の
時
点
で
の
推
測
で
あ
り
、
注
も
含
め
て
本
稿
で
触
れ
た
モ
ル
ト
マ
ン
の
著
作
以
外
で
、
ニ
ー
バ
ー
を
論
じ
た
部
分
が
あ
る
か
ど

う
か
、
詳
細
は
未
検
証
で
あ
る
。

（
12
） 

ち
な
み
に
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
ニ
ー
バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
を
比
較
し
た
研
究
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
本
格
的
な
も
の
と
し
て
は
、
お

そ
ら
く
、
コ
ー
ネ
リ
ソ
ン
の
ほ
か
に
は
、
そ
の
数
年
前
に
な
さ
れ
た
千
葉
眞
教
授
の
研
究 Shin C

hiba, “T
ranscendence and the Political, ”

（Ph. D
. D

issertation, Princeton T
heological Sem

inary, 1983.  
後
に
若
干
の
修
正
と
付
加
を
施
し
た
日
本
語
版
『
現
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
の
政
治
思
想
――
R
・
ニ
ー
バ
ー
と
J
・
モ
ル
ト
マ
ン
の
比
較
研
究
』
新
教
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず

れ
も
優
れ
た
研
究
で
あ
る
。
た
だ
、
コ
ー
ネ
リ
ソ
ン
は
、
千
葉
教
授
の
博
士
論
文
を
参
照
は
し
て
い
る
が
対
話
の
相
手
と
し
て
は
い
な
い
よ
う

に
見
え
る
（
参
考
文
献
で
は
、
千
葉
教
授
の
書
を
ニ
ー
バ
ー
研
究
と
し
て
だ
け
位
置
づ
け
、
著
者
名
を
注
も
含
め
終
始
、C

. Shiba 

と
誤
っ
て
表
記
し
て
い

る
）。
コ
ー
ネ
リ
ソ
ン
に
と
っ
て
貴
重
な
先
行
研
究
だ
け
に
千
葉
教
授
の
研
究
を
も
っ
と
重
視
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
13
） Ibid., ii.
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（
14
） Ibid.

（
15
） Ibid., ii

―iii.

（
16
） Ibid., iii.

（
17
） Ibid., iii̶

iv.

（
18
） Ibid., iv.

（
19
） Ibid.

（
20
） Ibid., iv

―v.

（
21
） Ibid., v.  

強
調
は
モ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
。

（
22
） Ibid.

（
23
） B

ob E
. Patterson, R

einhold N
iebuhr

（W
aco, T

X
: W

ord B
ooks, 1977

）, 81.

（
24
） R

ichard Shaull, “T
heology and the T

ransform
ation of Society, ” T

heology, 25

（A
pril, 1968

）: 24

―25.

（
25
） 

こ
の
段
落
に
つ
い
て
以
下
を
参
照
。N

D
M

 I, 1

―4, 54

―56; R
einhold N

iebuhr, T
he Self and D

ram
as of H

istory

（N
ew

 York: C
harles 

Scribner ’s Sons, 1955

）, i, 17, 33, 49.

（
26
） N

D
M

 II, 80.

（
27
） N

D
M

 I, 16, 179.

（
28
） 

こ
の
段
落
、N

D
M

 I, C
hapter V

II 

を
参
照
。

（
29
） 

こ
の
表
現
は
以
下
に
よ
る
。W

illiam
 John W

olf,  “R
einhold N

iebuhr ’s D
octrine of M

an, ” in R
einhold N

iebuhr, H
is R

eligious, Social, 

and Political T
hought, eds. C

harles W
. K

egley and R
obert W

. B
retall

（N
ew

 York: M
acm

illan C
o., 1956

）, 241.

（
30
） R

einhold N
iebuhr, M

an ’s N
ature and H

is C
om

m
unities: E

ssays on the D
ynam

ics and E
nigm

a of M
an ’s Personal and Social 

E
xistence

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons, 1965

）, 24.

（
31
） 

ニ
ー
バ
ー
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
論
（
諸
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
キ
リ
ス
ト
の
関
係
）
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。N

D
M

 II, C
hapter I and II.

（
32
） R

einhold N
iebuhr, A

n Interpretation of C
hristian E

thics

（N
ew

 York: H
arper and B

rothers, 1935

）, 90.

（
33
） R

einhold N
iebuhr, Faith and H

istory: A
 C

om
parison of C

hristian and M
odern V

iew
s of H

istory

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s 
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Sons, 1949

）, 141.
（
34
） C

f. N
D

M
 I, 125

―149.
（
35
） N

D
M

 I, 6.

（
36
） Ibid., 97.

（
37
） Ibid., 141.

（
38
） R

einhold N
iebuhr, “Intellectual A

utobiography, ” in R
einhold N

iebuhr, H
is R

eligious, Social, and Political T
hought, 9, 16.  

そ
れ
ゆ

え
、
ニ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
た
。「
規
範
的
人
間
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
と
い
う
教
理
は
、
自
然
宗
教
と
啓
示
宗
教
の
間
に
あ

ろ
う
と
す
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
教
理
は
、
人
間
の
道
徳
的
生
を
厳
密
に
分
析
す
る
な
ら
、
永
遠
と
接
す
る
次
元
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
自
然

宗
教
に
属
し
、
信
仰
が
な
け
れ
ば
そ
の
意
味
を
最
終
的
な
論
理
帰
結
ま
で
突
き
詰
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
啓
示
宗
教
に
属
す
る

か
ら
で
あ
る
」（N

D
M

 II, 75
―76
）。

（
39
） 

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
C
・
ブ
ラ
ウ
ン
『
ニ
ー
バ
ー
と
そ
の
時
代
――
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
預
言
者
的
役
割
と
そ
の
遺
産
』
髙
橋
義
文
訳

（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
二
頁
。
こ
れ
は
、
A
・
M
・
シ
ュ
レ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（A

rthur M
. Schlesinger, Jr.

）
が
は
じ
め
て
ニ
ー

バ
ー
の
罪
の
思
想
に
接
し
て
い
だ
い
た
感
想
で
あ
る
。

（
40
） 

以
上
、
原
義
に
つ
い
て
は
、N

D
M

 I, C
hapter X

.  
な
お
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
論
と
原
義
論
に
関
す
る
詳
細
な
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

高
橋
義
文
『
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
――
ニ
ー
バ
ー
神
学
の
形
成
背
景
・
諸
相
・
特
質
の
研
究
』（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、

一
九
九
三
年
）
第
五
章
。

（
41
） N

iebuhr, Faith and H
istory, 230.

（
42
） N

D
M

 I, 185

―187.  

さ
ら
に187

―198 

を
参
照
。

（
43
） 

た
と
え
ば
、『
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
』、
一
一
三
頁
。

（
44
） N

D
M

 I, 28.

（
45
） 

ニ
ー
バ
ー
は
、
H
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
（H

ans J. M
orgenthau

）
ら
、
現
実
主
義
政
治
学
者
た
ち
と
現
実
政
治
に
お
い
て
多
く
同
じ
立
場
に
立
っ

た
。
し
か
し
ニ
ー
バ
ー
は
、
か
れ
ら
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
視
点
で
は
違
っ
て
い
た
と
、
し
ば
し
ば
確
認
し
て
い
る
。

（
46
） Ibid., 49, 288.  

高
橋
義
文
『
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
』
第
六
章
参
照
。



150

（
47
） N

D
M

 II, 291.
（
48
） 
モ
ル
ト
マ
ン
『
神
の
到
来
』、
九
頁
。

（
49
） 
ニ
ー
バ
ー
の
以
下
の
著
書
は
ま
さ
に
そ
れ
と
の
戦
い
の
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ナ
チ
ス
や
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
共
産
主
義
だ
け
が
批

判
の
対
象
で
は
な
く
、
自
国
ア
メ
リ
カ
や
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
も
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー

『
光
の
子
と
闇
の
子
――
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
批
判
と
擁
護
』
武
田
清
子
訳
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
原
著
一
九
四
四
年
）、
ラ
イ
ン

ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
大
木
英
夫
、
深
井
智
朗
訳
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
原
著
一
九
五
二

年
）。

（
50
） 

同
上
書
、
一
九
三
―
一
九
五
頁
。

（
51
） 

ニ
ー
バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
の
違
い
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
議
論
は
、
コ
ー
ネ
リ
ソ
ン
と
千
葉
眞
教
授
の
研
究
『
現
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

の
政
治
思
想
』
を
参
照
。
と
く
に
千
葉
教
授
の
研
究
に
お
け
る
ニ
ー
バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
の
比
較
は
よ
り
包
括
的
で
、
そ
の
指
摘
は
説
得
的
で

あ
る
。

（
52
） 

ニ
ー
バ
ー
は
自
ら
自
分
の
立
場
を
十
字
架
の
神
学
と
称
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
概
念
で
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
は
時
々
な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、D

ouglas John H
all, “‘T

he Logic of the C
ross ’: N

iebuhr ’s Foundational T
heology, ” in R

einhold N
iebuhr R

evisited: 

E
ngagem

ents w
ith an A

m
erican O

riginal, ed. D
aniel F. R

ice

（G
rand R

apids, M
I: E

erdm
ans Publishing C

o., 2009

）;  

高
橋
義
文

『
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
』、
二
五
五
―
二
六
五
頁
等
を
参
照
。
モ
ル
ト
マ
ン
が
、
自
分
の
立
場
を
自
ら
し
ば
し
ば
十
字
架
の
神
学
と
称
し
て
い

る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
コ
ー
ネ
リ
ソ
ン
書
へ
の
「
序
文
」
お
よ
び
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
『
十
字
架
に
付
け
ら
れ
た
神
』
喜
多

川
信
他
訳
（
新
教
出
版
社
、
一
九
七
六
年
）
を
参
照
。

（
53
） N

D
M

 II, 44

―46.  

千
葉
眞
『
現
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
政
治
思
想
』、
三
五
三
―
三
五
四
頁
、
お
よ
び
高
橋
義
文
『
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神

学
』、
二
四
七
―
二
四
八
頁
参
照
。

（
54
） 

大
木
英
夫
「
ニ
ー
バ
ー
」
小
林
公
一
編
著
『
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
背
景
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
九
年
）
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
。

（
55
） 

モ
ル
ト
マ
ン
『
十
字
架
に
付
け
ら
れ
た
神
』、
五
三
頁
。

（
56
） 

同
上
書
、
一
〇
二
―
一
一
七
頁
。

（
57
） 

大
木
英
夫
「
組
織
神
学
か
ら
社
会
倫
理
へ
――
『
希
望
の
神
学
』
の
実
践
的
志
向
の
批
判
的
考
察
」
大
木
英
夫
『
歴
史
神
学
と
社
会
倫
理
』（
ヨ
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ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
九
年
）、
三
〇
二
頁
。
こ
の
論
文
は
、
元
来
『
今
日
と
明
日
の
間
の
神
学
』（『
福
音
と
世
界
』
臨
時
増
刊
号
）
第
一
号
、

一
九 

六
八
年
、
に
所
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
以
下
も
参
照
。
大
木
英
夫
「
バ
ル
ト
と
モ
ル
ト
マ
ン
――
三
位
一
体
論
、
と
く
に
聖
霊
論

の
対
比
」『
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
研
究
』
組
織
神
学
研
究
会
編
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）、
三
―
四
一
頁
。

（
58
） 

大
木
英
夫
「
組
織
神
学
か
ら
社
会
倫
理
へ
」、
三
一
一
―
三
一
三
頁
。

（
59
） 

モ
ル
ト
マ
ン
に
贖
罪
論
の
契
機
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
問
題
点
も
含
め
、
近
藤
勝
彦
教
授
が
同
様
の
見
方
を
展
開
し
て
い
る
。

以
下
を
参
照
。
近
藤
勝
彦
『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
三
一
四
―
三
一
八
頁
、
近
藤
勝
彦
『
二
十
世
紀
の
主
要
な
神

学
者
た
ち
』（
教
文
館
、
二
〇
一
一
年
）、
九
八
―
一
一
〇
頁
。

※ 

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
二
日
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
「
日
韓
神
学
者
会
議
」
で
発
表
し
た
際
の
原
稿
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
会

議
は
、
二
〇
〇
八
年
以
降
、
長
老
会
神
学
大
学
校
（
韓
国
ソ
ウ
ル
）
と
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
の
間
で
続
け
ら
れ
て
い
る
学
術
交
流
の
一
環

と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。


