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215 恵みと高慢との葛藤

恵
み
と
高
慢
と
の
葛
藤

『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
二
部
「
人
間
の
運
命
」
第
五
章ラ

イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー

柳
田
洋
夫
・
訳

《
訳
者
ま
え
が
き
》

＊ 

本
稿
は
、R

einhold N
iebuhr, T

he N
ature and D

estiny of M
an, Vol. II: H

um
an D

estiny

（W
estm

inster John K
nox 

Press, 1996, O
riginally published as tw

o volum
es: C

. Scribner ’s Sons, 1941

―1943

）, C
hapter V

: T
he C

onflict 

betw
een G

race and Pride 

の
全
訳
で
あ
る
。

＊ 

翻
訳
は
、
平
成
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
「
基
盤
研
究
B
」
に
採
択
さ
れ
た
「
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
宗

教
・
社
会
・
政
治
思
想
の
研
究
」
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
研
究
会
で
検
討
さ
れ
、
ま
と
め
ら
れ
た
。
今
回
は
、
柳
田
洋

夫
が
下
訳
を
担
当
し
、
髙
橋
義
文
、
松
本
周
、
鈴
木
幸
の
四
名
に
よ
る
共
同
討
議
を
経
た
も
の
で
あ
る
（
こ
こ
で
は
、
下
訳

者
を
一
応
訳
者
と
し
て
明
記
し
た
）。
最
終
稿
に
至
っ
て
い
な
い
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
読
者
の
忌
憚
の
な
い
ご
指
摘
・

ご
意
見
を
い
た
だ
い
て
、
今
後
の
修
正
作
業
に
生
か
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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＊ 

な
お
、
邦
訳
さ
れ
て
い
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
使
用
ま
た
は
参
照
し
、
訳
書
の
頁
数
を
記
し
た
。
聖
書
の
テ
キ
ス
ト

は
主
と
し
て
日
本
聖
書
協
会
共
同
訳
を
用
い
、
人
名
表
記
は
原
則
と
し
て
『
キ
リ
ス
ト
教
人
名
辞
典
』
お
よ
び
『
岩
波 

西

洋
人
名
辞
典
』（
増
補
版
）
に
よ
っ
た
。﹇　

﹈
内
は
す
べ
て
訳
者
の
補
足
で
あ
る
。

Ⅰ　
﹇
序
﹈

も
し
、
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
分
析
が
何
ら
か
の
根
本
的
意
味
に
お
い
て
正
し
い
も
の
な
ら
ば
、
恵
み
と
新
し
い
生
に
つ
い
て
の
パ
ウ

ロ
の
解
釈
は
、
福
音
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
り
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
独
自
の
教
義
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
恵
み

の
重
要
性
は
、
生
と
歴
史
の
問
題
に
つ
い
て
の
明
白
な
定
式
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
に
つ
い
て
の
預
言
者
的
解
釈
に
お
い
て
は
消
極

的
に
理
解
さ
れ
、
預
言
者
的
待
望
に
つ
い
て
の
イ
エ
ス
の
再
解
釈
に
お
い
て
は
積
極
的
に
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
神
の
審

き
の
前
で
は
正
し
い
者
も
正
し
く
は
な
い
と
い
う
イ
エ
ス
の
主
張
に
、
ま
た
、
苦
し
む
メ
シ
ア
と
は
正
義
と
慈
愛
の
神
の
啓
示
で
あ
る
と
い

う
イ
エ
ス
の
考
え
と
密
接
に
関
連
す
る
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
今
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
的
教
義
に
つ
い
て
の
解
釈
を
キ
リ
ス
ト
教
の
各
時
代
を
通
し
て
た
ど
る
と
い
う
課
題
に

取
り
組
む
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
時
代
と
ほ
と
ん
ど
同
様
に
、
福
音
を
表
向
き
に
は
受
け
入
れ
た
信
仰
の
範
囲
内
に
お
い
て
も
、
人

間
の
自
尊
心
が
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
に
強
力
に
抗
っ
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
時
代
は
救
済
者
を

待
望
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
い
か
な
る
人
間
を
も
用
い
ず
に
、
自
身
の
正
義
と
慈
愛
に
お
い
て
神
を
擁
護
す
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
で
は
な
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か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
は
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
義
と
さ
れ
た
人
々
を
擁
護
す
る
新
し
い
道
を
探
し
求
め
る
。

こ
の
抵
抗
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
と
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
お
い
て
、
数
多
く
の
当
時
流
行
の
哲
学
者
た
ち
を
利
用
す
る
。
福
音
に

よ
る
生
と
歴
史
の
解
釈
と
い
う
根
本
的
逆
説
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
た
ち
が
否
定
も
し
く
は
曖
昧
に
す
る
こ
と
を
引
き
起
こ
し
た
特
定

の
要
因
に
注
意
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
定
式
の
根
底
に
あ
る
動
機
は
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す

る
こ
と
は
い
っ
そ
う
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
間
の
流
れ
と
有
限
性
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
同
時
に
超
越
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
、
自
身
の

存
在
の
奇
妙
な
窮
状
を
人
間
が
認
め
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
は
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
新
た
な
生
の
段
階
に
お
い
て

す
ら
こ
の
窮
状
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
人
間
的
な
も
の
と
神
的
な
も
の
と
の
矛
盾
と
い

う
、
永
続
的
性
質
を
否
定
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
戦
略
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
を
、
歴
史
に
お
け
る
永
遠
な
る
も
の
の
開
示
と

解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
者
は
必
然
的
に
、
歴
史
的
・
時
間
的
な
る
も
の
か
ら
永
遠
な
る
も
の
へ
の
移
行

を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
贖
い
は
、
永
遠
の
真
理
に
つ
い
て
の
理
解
を
含
む
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
真
理
に
つ
い
て
の
こ
の
よ

う
な
知
は
ま
た
、
そ
の
真
理
の
生
に
お
け
る
実
現
、
言
い
換
え
れ
ば
、
完
全
の
達
成
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
各
時
代
に
お
い
て
打
ち
続
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
の
真
理
全
体
に
対
す
る
反
抗
は
、
熱
狂
主
義
な
ら
び
に
宗
教
的
に
正

当
化
さ
れ
た
帝
国
支
配
的
欲
望
の
要
因
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
西
洋
文
明
の
歴
史
を
傷
つ
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
認
識
し
て
お

く
の
は
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
反
抗
に
お
け
る
不
変
の
戦
略
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
の
あ
る
部
分
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
全
体
に

対
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
抗
は
次
の
こ
と
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
の
諸
信
仰
に
お
い
て
唯
一
、
歴
史
的
創
造

力
と
責
任
性
を
後
押
し
し
、
ま
た
そ
れ
で
い
て
人
間
の
歴
史
的
可
能
性
を
限
界
づ
け
た
宗
教
的
信
仰
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
文
明
が
、
な
ぜ
、

と
り
と
め
も
な
い
野
望
と
、
天
に
も
襲
い
か
か
る
よ
う
な
情
熱
を
持
つ
文
明
と
し
て
、
よ
り
現
世
的
な
（
儒
教
）、
ま
た
、
よ
り
現
世
否
定

的
な
（
仏
教
）
東
洋
の
宗
教
の
立
場
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
も
し
、
こ
の
、
ま
た
は
あ
の
神
学
的
傾
向
が
こ
の
時
代
も
し
く
は
あ
の
時
代
に
お
い
て
優
位
に
立
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
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人
間
の
自
尊
心
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
真
理
の
堕
落
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

古
典
文
化
に
お
け
る
う
ぬ
ぼ
れ
が
、
こ
の
堕
落
の
第
一
の
源
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
傾
向
に
つ
い
て
の
歴
史
的
で
は
あ
る
が

深
く
は
な
い
説
明
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
う
ぬ
ぼ
れ
は
、
そ
の
う
ぬ
ぼ
れ
が
利
用
す
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
も
ま
し
て
強
力
だ
か
ら
で

あ
る
。
人
間
と
神
に
つ
い
て
の
真
理
を
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
把
握
す
る
宗
教
が
人
間
の
高
慢
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
不
可
避
な

こ
と
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
功
績
を
超
え
る
が
ゆ
え
に
信
仰
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
真
理

が
、
確
実
に
所
有
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
き
は
い
つ
で
も
な
さ
れ
る
。
こ
の
か
た
ち
に
お
い
て
、
そ
の
真
理
は
、
も
は
や
人

間
に
と
っ
て
の
脅
威
で
は
な
く
な
る
。
そ
の
真
理
が
、
人
間
の
生
の
誤
っ
た
、
帝
国
主
義
的
な
完
成
に
対
し
て
審
き
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
生
の
有
限
性
と
罪
が
克
服
さ
れ
た
と
見
せ
か
け
る
手
段
と
な
る
。
新
約
聖
書
は
、
こ
の
よ
う
な
福
音
の
誤
用
が
い
か

に
避
け
難
い
か
を
理
解
し
て
い
る
。
歴
史
の
終
わ
り
に
現
れ
る
偽
り
の
キ
リ
ス
ト
た
ち
と
反
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
に
つ
い
て
の
新
約
聖
書
の
概

念
は
、
こ
の
理
解
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
こ
の
悲
劇
的
側
面
は
、
新
約
聖
書
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
時
折
に

し
か
理
解
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
に
お
い
て
、
新
約
聖
書
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
聖
徒
た
ち
は
、
キ
リ
ス

ト
者
の
生
活
に
は
何
ら
咎
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
な
い
こ
と
を
示
す
か
、
も
し
く
は
、
教
会
の
美
徳
は
悪
徳
を
凌
駕
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と

試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
懐
疑
論
者
や
罪
人
た
ち
に
よ
る
も
っ
と
も
な
嘲
り
に
反
論
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
者

が
、
そ
の
生
と
歴
史
に
つ
い
て
の
真
理
を
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
真
理
の
観
点
か
ら
見
て
、
キ
リ
ス
ト
教
自
体
を
そ
の
手
段

と
し
て
利
用
す
る
よ
う
な
偽
り
の
真
理
の
台
頭
を
把
握
し
う
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
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Ⅱ　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
前
に
お
け
る
恵
み
に
つ
い
て
の
概
念

各
時
代
に
お
い
て
福
音
の
真
理
が
遭
遇
し
た
抵
抗
を
た
ど
る
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
は
使
徒
時
代
か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ま
で
の
キ
リ

ス
ト
教
思
想
の
時
期
か
ら
始
め
た
い
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
究
極
の
宗
教
的
問
題
に
つ
い
て
パ
ウ
ロ
の
思
想
の
枠
組
み
が
仮
に
把
握
さ
れ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
完
全
な
か
た
ち
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
時
代
の
思
想
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
に
お
い
て
、
ま
た
、
そ
れ

に
抗
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
確
立
し
擁
護
す
る
必
要
性
に
よ
っ
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
は
、
時
間
と
永
遠

の
問
題
を
人
間
の
生
に
お
け
る
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
と
見
な
し
、
神
秘
宗
教
や
、
グ
ノ
ー
シ
ス
派
や
、
卜
占
術
や
、
プ
ラ
ト
ン
そ
し
て
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
に
救
済
を
探
し
求
め
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
宗
教
す
べ
て
に
お
い
て
、
時
間
は
永
遠
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
も
し
く
は
、

永
遠
が
時
間
を
追
い
落
と
す
の
で
あ
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
は
、
神
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
隔
た
り
と
い
う
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
信
条
に
異
議
を
申
し
立
て
、
ギ
リ
シ
ア
的

二
元
論
を
打
破
す
る
キ
リ
ス
ト
論
を
造
り
上
げ
る
力
が
十
分
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
歴
史
的
現
実
に
つ
い
て
の
、
も

し
く
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
解
答
で
あ
る
、
贖
罪
の
教
理
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
に
関
わ
る
罪
の
問
題
に
つ
い

て
の
明
確
な
認
識
に
至
る
の
に
十
分
な
力
は
持
た
な
か
っ
た
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
述
べ
る
。「
パ
ウ
ロ
の
神
学
か
ら
教
会
の
教
理
的
立
場
を
演

繹
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
常
に
失
敗
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
主
要
な
も
の
と
わ
れ
わ
れ
が
認
識
し
え
な
い

要
素
、
つ
ま
り
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
精
神
が
、
信
仰
に
つ
い
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
教
理
に
お
け
る
最
も
重
要
な
前
提
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
、
そ

の
よ
う
な
試
み
は
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
）
1
（

」。
完
全
主
義
者
の
幻
想
の
豊
か
な
源
泉
で
あ
る
、
洗
礼
は
信
仰
者
を
罪

か
ら
救
う
と
い
う
考
え
は
、
た
い
へ
ん
古
く
か
ら
あ
っ
た
）
2
（

。
救
済
は
し
ば
し
ば
、
異
教
徒
の
誤
り
と
は
対
照
的
な
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
た
神



220

に
つ
い
て
の
知
に
等
し
い
も
の
と
さ
れ
た
。
よ
り
深
い
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
あ
る
使
徒
教
父
文
書
に
お
い
て
部
分
的
に

曖
昧
に
さ
れ
、
ま
た
、
他
の
文
書
に
お
い
て
全
面
的
に
曖
昧
に
さ
れ
た
）
3
（

。「
永
遠
の
生
」、
知
（
グ
ノ
ー
シ
ス
）、
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
新

た
な
律
法
で
も
あ
る
法
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
、
福
音
の
意
味
は
い
っ
ぱ
い
に
満
た
さ
れ
た
。
使
徒
教
父
た
ち
に
従
う
弁
証
家
た
ち
の
思
想

に
お
い
て
状
況
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
殉
教
者
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
新
し
い
律
法
」
そ
し
て
「
新
し
い
哲
学
」
と

見
な
し
た
。
こ
の
概
念
に
お
い
て
、
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
は
、
単
に
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、
彼
は
、
真
理
に
達
し
、
美
徳
を
達
成
す
る
能
力
が
人
間
に
先
天
的
に
あ
る
と
は
信
じ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
恵
み
に
よ
る

賜
物
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
そ
の
よ
う
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
ま
た
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
逆
説
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
罪
の
赦
し
と
い
う
聖
書
的
概
念
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
か
な
り
早
い
時
代
に
、
赦
し
は
、「
罪
は
過
ぎ
去
っ
た
）
4
（

」

と
い
う
だ
け
の
気
休
め
と
化
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
義
認
を
聖
化
の
下
位
に
置
く
カ
ト
リ
ッ
ク
の
定
式
は
、
た
い
へ
ん
古
い
起
源
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
立
場
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
彼
は
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
た
ち
に
お
け
る
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
化
の
傾
向
に
抗
し
た
、
聖
書
的
思
想
と
り
わ
け
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
想
の
主
唱
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
解
釈
の
侵
食

に
抗
し
て
、
歴
史
に
つ
い
て
の
預
言
者
的
で
終
末
論
的
な
解
釈
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
原
罪
と
い
う
教
理
を
理
解
し
て
い

た
。
し
か
し
彼
は
、
神
の
正
義
と
慈
愛
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
理
解
に
お
い
て
は
混
乱
し
て
い
た
。
彼
は
、
神
の
赦
し
と
い
う
考
え
を

非
合
理
的
で
不
適
切
な
も
の
と
見
な
し
、「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
、
理
性
に
反
し
て
、
善
を
神
に
帰
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
神
な
ど
決
し
て
い
な
い
と
し
た
ほ
う
が
ま
し
だ
ろ
う
）
5
（

」
と
主
張
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
を
、
永
遠
な
る
も
の
を
達
成
し
て
完
全
を
実
現
す
る
道
と
見
る
傾
向
は
、
西
方
教
会
よ
り
も
東
方
教
会
に
お
い
て
い
っ
そ
う

主
張
さ
れ
た
。
東
方
の
神
学
者
の
中
で
最
も
偉
大
で
あ
り
、
ま
た
実
際
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
前
の
人
々
の
中
で
最
も
独
創
的
で
あ
る
オ

リ
ゲ
ネ
ス
は
、
聖
性
を
獲
得
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
彼
の
概
念
に
お
い
て
、
完
全
主
義
者
で
も
あ
り
道
徳
主
義
者
で
も
あ
っ
た
）
6
（

。
彼
に
先
立
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つ
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
の
思
想
の
特
性
を
示
す
と
こ
ろ
の
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
た

神
化
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
再
生
す
る
と
き
、
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
奮
闘
努

力
し
て
い
る
、
あ
の
完
全
を
直
ち
に
得
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
啓
蒙
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
は
神
を
知
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
何
が
完
全
か
を
知
っ
た
人
間
は
不
完
全
で
は
あ
り
え
な
い
）
7
（

」。
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
救
い
の
道
が
こ
の
言
葉
に
響
き
わ
た
っ
て
い

る
。
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
、「
純
粋
な
ア
ダ
ム
の
生
き
方
へ
と
回
復
し
た
人
間
は
、
神
化
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
最
後
の
ア
ダ
ム
の
水

準
に
達
し
、
ま
た
、
そ
れ
以
上
に
高
め
ら
れ
る
）
8
（

」
と
信
じ
て
い
た
。

エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
や
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
の
よ
う
な
、
あ
ま
り
一
貫
し
な
い
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
神
学
者
た
ち
の
思
想
に
お
い
て
、
聖
書
的
で
パ
ウ

ロ
的
な
概
念
は
よ
り
際
立
っ
て
い
る
が
、
罪
と
恵
み
に
つ
い
て
の
聖
書
的
概
念
が
彼
ら
に
よ
っ
て
す
べ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な

い
。
現
代
の
歴
史
家
は
お
そ
ら
く
、
以
下
の
主
張
に
お
け
る
真
実
と
そ
れ
ほ
ど
遠
い
見
解
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。「（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

以
前
の
）
教
会
は
、
信
仰
に
よ
る
義
認
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
教
理
を
決
し
て
心
か
ら
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
時
に
そ
れ
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ

た
。
そ
の
定
式
が
尊
重
さ
れ
た
と
き
で
さ
え
、
人
間
は
悔
い
改
め
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
よ
り
自
然
的
に
表
現
さ
れ
る
か
た

ち
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
9
（

」。

 

こ
う
し
て
、
グ
ノ
ー
シ
ス
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
的
思
想
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
前
の
世
紀
を
支
配
し
た
。
そ
し
て
、
教
会
は
そ
の
二

元
論
的
形
式
を
、
よ
り
は
っ
き
り
と
異
端
と
し
て
拒
否
し
た
が
、
救
い
の
道
に
つ
い
て
の
、
よ
り
修
正
さ
れ
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
概
念
を
無
条

件
に
受
け
入
れ
た
）
10
（

。
時
に
、
ギ
リ
シ
ア
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
す
ぎ
た
た
め
に
、
福
音
が
、
よ
り
高
度
な

知
の
形
態
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
的
キ
リ
ス
ト
教
が
、
よ
り
聖
書
的
に
「
恵
み
」
と
「
力
」
の
必
要
性
を
認

め
た
と
き
は
、
つ
ま
り
、
人
間
の
問
題
を
純
粋
に
主
知
主
義
的
に
と
い
う
よ
り
は
主
意
主
義
的
に
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
と
き
で
さ
え
、
ギ
リ
シ
ア
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、
預
言
者
的
で
聖
書
的
な
思
想
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
ま
た
、

罪
と
恵
み
に
つ
い
て
の
新
約
聖
書
的
な
概
念
に
お
い
て
最
高
潮
に
達
す
る
よ
う
な
、
人
間
の
歴
史
的
存
在
の
問
題
を
十
全
に
把
握
す
る
に
は
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決
し
て
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ひ
と
り
の
エ
ジ
プ
ト
人
教
父
﹇
エ
ジ
プ
ト
の
マ
カ
リ
オ
ス
﹈
は
言
う
。「
神
の
恵
み
は
人
間
を
一
瞬

の
う
ち
に
聖
化
し
、
完
全
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
強
盗
が
信
仰
に
よ
っ
て
一
瞬
の
う
ち
に
変
え
ら
れ
、
天
に
入
れ
ら
れ
た

例
も
あ
る
よ
う
に
、
神
に
は
す
べ
て
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
）
11
（

」。

完
全
主
義
者
の
幻
想
は
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
思
想
に
お
い
て
最
も
一
貫
し
た
調
和
に
達
す
る
。
神
の
恵
み
を
洗
礼
と

い
う
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
限
定
し
た
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
主
張
す
る
。「
恵
み
は
魂
自
体
に
触
れ
、
罪
を
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
。
…
…
洗
礼
を

受
け
た
者
の
魂
は
、
太
陽
の
光
よ
り
も
純
粋
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
時
の
ご
と
く
、
否
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
善
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
魂
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
炎
に
か
ざ
し
、
そ
の
聖
性
を
高
め
る
聖
霊
を
喜
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
洗
礼
に
よ
っ
て
溶
鉱
炉
に
お
け
る
よ
う
に
魂

を
鋳
直
し
罪
を
消
し
去
る
聖
霊
に
よ
り
、
魂
は
、
い
か
な
る
純
金
よ
り
も
純
粋
な
輝
き
を
放
つ
よ
う
に
な
る
）
12
（

」。

西
方
教
会
の
思
想
が
、
決
し
て
東
方
教
会
の
よ
う
に
一
貫
し
て
完
全
主
義
的
に
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
後
の
発
展
に
よ
り
、
西
方
教
会

が
、
そ
の
立
場
を
さ
ら
に
変
え
た
一
方
、
東
方
教
会
の
思
想
は
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
か
ら
現
代
の
東
方
正
教
会
の
教
義
に
至
る
ま
で
、
完
全
な

る
一
貫
性
の
刻
印
を
帯
び
て
い
る
。
文
化
の
歴
史
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
勝

利
を
示
し
て
い
る
。
宗
教
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
、
教
会
自
身
と
そ
の
聖
徒
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
福
音
の
義
認
の
部
分
を
教
会

が
理
解
し
そ
こ
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
13
（

。

Ⅲ　

恵
み
に
つ
い
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
概
念

生
と
歴
史
に
つ
い
て
の
主
要
な
問
題
は
、
恵
み
の
罪
に
対
す
る
関
係
で
あ
り
、
永
遠
の
時
間
に
対
す
る
関
係
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
、
使
徒
時
代
以
後
の
教
会
に
お
け
る
認
識
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
に
お
い
て
最
初
に
、
ま
た
明
白
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
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な
る
。
聖
書
の
権
威
に
よ
っ
て
、
預
言
者
的
で
聖
書
的
な
概
念
が
完
全
に
失
わ
れ
る
こ
と
は
防
が
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
数
世
紀
の

間
に
、
そ
の
概
念
が
曖
昧
に
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
原
罪
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
教
理
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
精
緻
に
し
た
こ
と
に
伴

い
、
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
は
、
次
の
こ
と
を
十
分
に
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
に
混
乱
と
悪
を
も
た
ら
す
も
の
は
有
限

性
で
は
な
く
、
罪
に
よ
る
「
偽
り
の
永
遠
」
で
あ
り
、
有
限
性
は
す
で
に
乗
り
越
え
ら
れ
た
と
か
、
乗
り
越
え
ら
れ
う
る
と
か
い
う
よ
う
な

見
せ
か
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
14
（

。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
に
お
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影
響
は
、
聖
書
的
逆
説
を
若
干
曖
昧
に
し
て
い
る
。
人
間
の
状
況
に
つ
い
て

の
彼
の
分
析
は
聖
書
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
罪
と
は
意
志
の
「
欠
陥
」
で
あ
り
、
善
を
な
す
力
の
欠
如
で
あ
る
と
い
う
彼
の
概
念
は
、
部

分
的
に
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
自
由
の
表
現
に
お
け
る
避
け
が
た
い
自
己
愛
へ
の
傾
向
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
深
い
理
解
と
完
全
に
は
調
和
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
罪
に
つ
い
て
の
教
理
に
、
こ
の
よ
う
な
ヘ
レ
ニ
ズ

ム
的
思
想
が
わ
ず
か
に
混
入
し
て
い
る
こ
と
の
中
に
、
罪
の
問
題
へ
の
聖
書
的
答
え
で
あ
る
恵
み
の
教
理
に
お
け
る
彼
の
誤
り
の
根
源
が
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
恵
み
に
つ
い
て
の
教
理
は
、
力
と
し
て
の
恵
み
と
赦
し
と
し
て
の
恵
み
と
の
複
雑
な
関
係

を
不
明
確
に
し
、
曖
昧
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
伝
統
的
概
念
に
疑
問
を
持
た
な
い
。
聖
化
に
先

行
し
、
聖
化
の
基
礎
と
な
る
神
の
赦
し
と
義
認
と
い
う
考
え
が
、
た
い
へ
ん
早
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
。
こ
の
理
論
に
よ
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
神
の
憐
れ
み
は
、
人
間
と
神
と
の
罪
深
い
反
目
を
打
ち
砕
き
、
魂
を
自
己
愛
か
ら
服
従
へ
と
転
換

さ
せ
る
。
す
る
と
す
ぐ
に
、
魂
は
恵
み
の
中
で
成
長
し
、
や
む
こ
と
な
く
い
っ
そ
う
高
い
段
階
へ
と
到
達
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
義
認
を
聖
化
の
下
位
に
置
く
こ
と
は
、
生
と
歴
史
に
つ
い
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
概
念
全
体
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、

新
た
な
自
己
義
認
と
、
人
間
が
生
と
歴
史
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
欺
瞞
の
根
源
を
含
ん
で
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
概
念
と
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
的
概
念
と
の
違
い
は
、
人
間
は
自
ら
の
力
で
善
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
自
覚
を
カ
ト
リ
ッ
ク
的
概
念
は
表
現
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
概
念
は
、
神
の
助
け
に
よ
っ
て
善
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を



224

前
提
と
し
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
述
べ
る
。「
実
際
に
わ
た
し
た
ち
が
欲
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
掟
を
守
る
と
い
う
の
は

確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
志
は
主
に
よ
っ
て
備
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
決
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
行
す
る
の
に
充
分
で
あ

る
ほ
ど
強
く
、
わ
た
し
た
ち
が
欲
す
る
よ
う
に
神
に
祈
り
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が
欲
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
が
欲
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
わ
た
し
た
ち
が
善
を
欲
す
る
よ
う
に
さ
れ
る
の
は
神
で
あ
る
。
…
…
わ
た
し
た
ち
の
意
志
が

全
く
有
効
的
な
力
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
実
行
す
る
よ
う
に
さ
れ
る
の
は
神
な
の
で
あ
る
）
15
（

」。
こ
の
議
論
は
、
わ

れ
わ
れ
自
身
の
も
の
で
は
な
い
力
と
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
力
と
の
関
係
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
し
っ
か
り
と
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
っ
た

く
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
道
徳
主
義
に
対
す
る
論
争
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
熱
心
に
擁
護
し
た
点
で
あ

る
。
し
か
し
彼
は
、
新
た
な
生
に
お
い
て
も
存
在
し
続
け
る
自
己
愛
の
力
を
十
分
に
認
め
て
い
な
い
。
人
間
の
本
性
に
と
っ
て
愛
は
単
純
な

可
能
性
で
は
な
い
こ
と
を
彼
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
の
心
に
お
け
る
神
の
可
能
性
で
あ
る
こ
と
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は

確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
者
の
完
全
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
古
典
的
論
考
は
、「
わ
た
し
は
、
既
に
そ
れ
を
得
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

既
に
完
全
な
者
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」﹇
フ
ィ
リ
ピ
三
・
一
二
﹈
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
こ
の

言
葉
の
釈
義
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
ほ
と
ん
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
完
全
主
義
者
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
有
限
な
自
然
に
は
目

標
に
達
す
る
可
能
性
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
は
歴
史
の
中
に
あ
り
、
歴
史
は
生
成
の
過
程
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
彼
は
、
そ
の
目
標
を
探
し
求
め
る
こ
と
は
成
就
す
る
だ
ろ
う
と
確
信
す
る
。
彼
は
言
う
。「
完
璧
な
仕
方
で
走
っ
て
い
る
わ
た
し
た

ち
す
べ
て
の
者
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
が
い
ま
だ
完
全
な
者
で
は
な
く
て
、
そ
こ
を
目
ざ
し
て
完
璧
な
仕
方
で

な
お
走
っ
て
い
る
か
し
こ
に
お
い
て
、
完
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
16
（

」。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
者
に
罪
は
な
い
と
確
信
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
罪
を
絶
対
的
に
打
ち
破
る
こ
と
の
不

可
能
性
を
彼
は
理
解
し
て
い
る
。
欲
望
は
残
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
ま
わ
の
際
ま
で
神
の
赦
し
は
必
要
で
あ
る
と
彼
は
確
信
し
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て
い
る
）
17
（

。
し
か
し
、
残
存
す
る
罪
は
「
致
命
的
」
と
い
う
よ
り
は
「
些
細
な
」
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
贖
い
の
後

の
自
己
愛
の
表
現
を
偶
然
的
な
も
の
と
見
な
し
、
根
本
的
姿
勢
の
表
現
で
あ
る
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、

「『
汚
れ
な
く
歩
み
入
る
』
こ
と
は
、
す
で
に
完
成
さ
れ
た
人
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
完
成
そ
の
も
の
を
目
ざ
し
て
咎
め
ら
れ
な
い
仕
方
で
走

り
、
呪
わ
れ
る
べ
き
罪
過
を
犯
さ
ず
、
ま
た
も
ろ
も
ろ
の
小
罪
を
も
施
し
に
よ
っ
て
清
め
る
こ
と
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
人
に
つ
い
て
意
義

深
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
18
（

」。
憎
む
べ
き
罪
と
些
細
な
罪
と
の
区
別
は
、
依
然
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
に
お
い
て
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

慈
善
に
よ
っ
て
魂
は
些
細
な
罪
か
ら
清
め
ら
れ
う
る
と
い
う
考
え
は
、
恵
み
の
幕
屋
に
入
る
た
め
の
「
行
為
に
よ
る
義
認
」
の
ほ
ん
の
一
部

な
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
概
念
に
お
け
る
未
解
決
の
重
要
な
点
は
、「
原
理
に
お
い
て
」
罪
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
過
度
の
自
己
愛

が
実
際
に
打
ち
破
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
本
当
に
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
各
時
代
に
お
け
る
主
張
で
あ
る
。
ま
た
、
残
存
す
る
罪
と
は
、
完
全
に
中
心
的
意
志
の
統
制
の

も
と
に
置
か
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
蔓
延
す
る
欲
望
と
衝
動
の
噴
出
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
カ
ト
リ
ッ

ク
の
各
時
代
に
お
け
る
主
張
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
十
分
に
説
得
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
、
あ
る
基
本
的
な
意
味
に
お
い
て
、
自

己
愛
が
「
原
理
に
お
い
て
」
と
同
時
に
「
事
実
に
お
い
て
」
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
い
っ
た
い
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の

か
わ
か
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
魂
が
生
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
新
た
な
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
事
実
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
、「
悔
い
改
め
に
ふ
さ
わ
し
い
実
」﹇
マ
タ
イ
三
・
八
﹈
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
あ
ま
り
に
単
純
な
主
張
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
生
の
複
雑
さ
が
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
状
況
は
こ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
は
自
己
愛
に
お
け
る
悪
を
知
り
、
神
の
愛
の
み
が
唯
一
の
行
為
の
動
機
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
救

わ
れ
う
る
が
、
人
間
は
偶
然
的
意
味
に
お
け
る
以
上
に
自
己
中
心
的
な
の
で
あ
る
。
司
祭
の
高
慢
や
、
神
学
者
の
気
取
り
や
、
信
心
家
ぶ
っ

た
職
業
人
の
権
力
志
向
や
、
教
会
そ
れ
自
体
の
精
神
的
傲
慢
は
、
単
な
る
偶
然
的
欠
陥
で
も
「
些
細
な
」
罪
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己
愛
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と
い
う
根
本
的
動
因
で
あ
り
、
恵
み
が
新
た
な
生
に
投
入
し
た
い
か
な
る
新
た
な
水
準
に
お
い
て
も
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
純
粋
な
愛
と

は
「
信
仰
に
よ
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
、
祈
り
と
悔
い
改
め
に
お
い
て
自
分
自
身
よ
り
高
く
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
き
に
、
自

己
愛
が
そ
こ
か
ら
は
働
き
え
な
い
よ
う
な
地
点
を
持
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
行
為
に
お
い
て
、
自
己
愛
の
力
は
、
恵

み
が
打
ち
立
て
た
新
た
な
る
神
の
愛
の
力
に
混
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
霊
的
生
の
悲
劇
的
本
質
が
明
ら
か
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
、
宗
教
改
革
ま
で
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
に

よ
り
、
宗
教
改
革
は
キ
リ
ス
ト
教
的
生
の
歴
史
に
お
け
る
特
別
で
固
有
の
位
置
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
そ
の
こ
と
の

把
握
に
失
敗
し
た
こ
と
は
、
そ
の
恵
み
に
つ
い
て
の
教
理
に
お
い
て
彼
が
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
教
父
と
さ
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し

一
方
で
は
、
彼
は
同
時
に
、
そ
の
罪
に
つ
い
て
の
教
理
に
お
い
て
、
宗
教
改
革
の
究
極
的
源
泉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
は
次
の
こ

と
を
発
見
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
状
況
に
つ
い
て
の
、
パ
ウ
ロ
や
聖
書
の
分
析
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
分
析
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
的
解
答
に
よ
っ
て
は
解
決
で
き
な
い
よ
う
な
深
い
問
題
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

個
人
的
ま
た
集
団
的
歴
史
状
況
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
記
述
は
、
こ
の
留
保
付
き
完
全
主
義
の
限
界
内
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
歴
史
に
お
け
る
葛
藤
は
、《
神
の
国
》
と
《
地
上
の
国
》
と
の
間
の
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
「
神
の
愛
」
に
よ
っ
て
自
己
の
軽
視
に

ま
で
、
後
者
は
「
自
己
愛
」
に
よ
っ
て
神
の
軽
視
に
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
彼
は
、
歴
史
に
お
い
て
そ
の
二
つ
の
都
市
は
「
混

合
し
て
」
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
罪
深
い
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
に
お
い
て
も
立
ち
現
れ
る
相
対
的
正
義
の
問
題
に
つ
い
て
、
単

純
な
完
全
主
義
者
的
解
答
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
総
じ
て
彼
は
《
神
の
国
》
を
歴
史
上
の
教
会
と
同
一
視
し
、
そ
こ
に

お
い
て
の
み
正
義
が
見
出
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
彼
は
確
か
に
、
こ
の
同
一
視
に
あ
ら
ゆ
る
留
保
を
付
し
て
い
る
が
、
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の

時
代
が
そ
れ
を
思
慮
深
く
維
持
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
地
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
《
神
の
国
》
と
、
天
に
あ
る
も
の
と
し
て

の
《
天
の
国
》
と
を
区
別
す
る
。
彼
は
ま
た
、
現
に
あ
る
教
会
と
あ
る
べ
き
教
会
と
を
差
別
化
す
る
）
19
（

。
彼
は
表
向
き
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。「
こ
の
書
の
中
で
わ
た
し
が
教
会
に
つ
い
て
『
し
み
や
し
わ
や
そ
の
た
ぐ
い
の
も
の
は
何
一
つ
な
い
』﹇
エ
フ
ェ
ソ
五
・
二
七
﹈
と
述
べ
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た
箇
所
は
す
べ
て
、
現
在
そ
う
で
あ
る
の
で
な
く
、
未
来
に
栄
光
の
教
会
が
現
れ
る
時
そ
う
で
あ
る
た
め
現
在
準
備
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ

る
べ
き
で
あ
る
）
20
（

」。

そ
れ
で
も
な
お
、
こ
れ
ら
の
留
保
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
会
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
地
上
に
お
け
る
神
の
国
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
教
会
は

究
極
的
完
成
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
彼
の
思
想
に
お
い
て
、
教
会
の
す
べ
て
の
成
員
が
救
わ
れ
る
と
い
う
保
証
も
な
い
。

し
か
し
、
教
会
の
完
成
は
、
聖
徒
の
完
成
と
い
う
彼
の
思
想
と
本
質
的
に
関
連
し
て
い
る
。
彼
は
教
会
を
、「
こ
れ
ま
で
完
璧
に
走
っ
て
き

た
」
道
に
お
い
て
「
完
成
へ
の
道
程
を
進
ん
で
い
る
」
も
の
と
し
て
考
え
た
）
21
（

。
し
か
し
彼
は
、
教
会
自
体
が
神
の
審
き
の
下
に
立
つ
も
の
で

あ
る
と
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
教
会
は
、
歴
史
的
な
も
の
と
神
的
な
も
の
と
の
葛
藤
が
事
実
上
克
服
さ
れ
た
歴
史
上
の

《
場
所
》
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
歴
史
的
な
も
の
に
対
す
る
神
の
審
き
と
慈
愛
と
が
橋
渡
し
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

歴
史
的
な
も
の
と
聖
な
る
も
の
と
の
葛
藤
が
原
理
的
に
克
服
さ
れ
る
《
場
所
》
な
の
で
あ
る
。
こ
の
確
信
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
歴
史

哲
学
全
体
を
支
配
し
て
い
る
。
自
己
愛
と
神
の
愛
と
の
歴
史
上
の
葛
藤
は
、
本
質
的
に
、
教
会
と
こ
の
世
と
の
葛
藤
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教

会
と
こ
の
世
と
が
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
会
が
、
歴
史
上
の
制
度
と
し
て
悪
の
手
段
と
な
り
う
る
こ
と
を
決
し
て
意
味
し

な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
教
会
は
、
神
の
審
き
の
下
に
ほ
ん
と
う
に
立
っ
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
教
会
は
キ
リ
ス
ト
と
共
に

支
配
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
述
べ
る
。「
現
在
で
さ
え
、
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
王
国
で
あ
り
、
天
の
王
国
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、

キ
リ
ス
ト
の
聖
徒
た
ち
は
、
確
か
に
か
の
と
き
に
支
配
す
る
の
と
は
違
っ
た
仕
方
に
よ
る
の
で
は
あ
る
が
、
現
在
も
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
と
共

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
支
配
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
毒
麦
は
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
教
会
の
中
で
小
麦
と

共
に
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
22
（

」。

後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
時
代
が
、
人
間
の
状
況
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
分
析
を
希
薄
に
し
、
半
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
的
教
理
へ
と

変
質
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
人
間
の
状
況
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
答
に
関
す
る

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
概
念
を
変
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
恵
み
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
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理
と
は
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
つ
の
教
理
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
各
時
代
を
通
じ
て
絶
え
ず
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
罪
と
は
本
質
的
に
、
人
間
に
お
け
る
神
の
似
像
の
堕
落
と
い
う
よ
り
は
原
初
的
完
成
の
欠
損
で
あ
る
。
そ
し
て
、
恵
み
は
不
完
全
な
自

然
の
完
成
で
あ
る
。「
自
然
」
と
「
恵
み
」
と
を
常
に
矛
盾
の
中
に
置
く
堕
落
の
要
素
よ
り
は
、
自
然
に
お
け
る
善
き
も
の
で
あ
る
が
不
完

全
な
も
の
の
成
就
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
の
中
の
人
間
の
状
況
の
分
析
に
お
け
る
聖
書
的
で
逆
説
的
な
要
素
は
、
究

極
的
に
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
公
式
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
に
お
い
て
よ
り
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て

の
ほ
う
が
若
干
強
い
。
し
か
し
、
恵
み
が
何
を
成
就
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
定
義
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
の
間

に
違
い
は
な
い
。

こ
の
定
義
に
お
い
て
、
古
典
的
人
間
に
お
け
る
自
尊
心
と
、
人
間
と
神
と
の
間
の
葛
藤
の
聖
書
的
意
味
と
は
う
ま
い
具
合
に
融
合
さ
れ

る
。「
歴
史
に
お
け
る
人
間
」
に
つ
い
て
の
聖
書
的
見
方
は
、
人
間
の
力
（
特
に
合
理
性
）
で
充
分
で
あ
る
と
い
う
古
典
的
考
え
を
克
服
す

る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
見
方
に
お
い
て
、
人
間
が
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
常
に
恵
み
を
通
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
救
わ
れ
た
人
間
は

実
際
に
、
原
理
的
に
ま
た
事
実
上
、
歴
史
の
罪
を
超
え
て
立
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
古
典
的
見
方
が
聖
書
的
見
方
を
克
服
し
て
い
る
。
人

間
の
状
況
に
つ
い
て
の
、
こ
の
留
保
付
き
の
不
安
の
ま
さ
に
そ
の
定
式
化
が
、
義
認
を
聖
化
の
下
位
に
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
定
式
化
が
ま
さ
に
、
赦
し
は
「
過
去
の
罪
」
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
赦
し
は
第
一
に
「
過
去
の
罪
」
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
主

張
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
新
し
い
カ
ト
リ
ッ
ク
的
自
己
義
認
に
つ
い
て
の
、
最
終
的
な
、
ま
た
、
象
徴
的
に
最
も
明
白
な
形
式
と
は
、
最
後
の
審
判
に
お
い
て

人
間
は
功
績
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
信
仰
に
お
い
て
保
持
さ
れ
て
い
る
信
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
功
績
は
神
の
恵

み
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
人
間
が
た
だ
気
づ
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
完
全
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
記
す
。「
人
間
が
永
遠
の
生
命
を
報
い
と
し
て
得
る
こ
と
の
で
き
る
業
を
為
す
の

は
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
同
じ
書
物
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
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は
、
人
間
の
意
志
が
神
に
よ
っ
て
恵
み
を
通
じ
て
準
備
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
神
の
恵
み
は
永
遠
の
生
命
で
あ
る
』

（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
『
註
釈
』﹇
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
註
釈
﹈
が
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、『
永
遠
の
生
命
が
善
き
業
に

対
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
永
遠
の
生
命
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
当
の
業
そ
の
も
の
は
神
の
恵

み
に
属
す
る
の
で
あ
る
）
23
（

』」。

こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
点
は
、
無
頓
着
な
研
究
者
に
は
観
念
的
な
も
の
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
批
判
的
な
人
々
に
は
、
神
学
的

議
論
を
た
い
へ
ん
愚
か
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
不
毛
な
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
神
学
に
さ
え
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
哲

学
で
あ
ろ
う
が
神
学
で
あ
ろ
う
が
、
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
問
題
は
、
最
終
的
に
は
た
い
へ
ん
厳
格
な
区
別
に
お
い
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
厳
格
な
区
別
は
、
論
点
の
重
要
性
を
玄
人
に
は
明
ら
か
に
し
て
も
、
う
か
つ
な
者
に
は
隠
す
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
や
す
い
。
こ

こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
歴
史
的
存
在
が
、
そ
の
生
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
理
性
に
よ
る
訓
練
や
恵
み
の
功
績
に
よ
っ
て
、

安
ら
か
な
心
で
神
の
審
判
に
対
峙
で
き
る
よ
う
な
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
で
き
る
と
す
れ
ば
、
個
人
の
自
我
の
中
心
に

置
か
れ
た
意
志
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
支
配
す
る
意
志
や
力
と
の
本
質
的
一
致
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
解
答
は
一
貫
し
て
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
）
24
（

。

恵
み
に
よ
っ
て
人
間
は
完
全
に
な
り
う
る
と
い
う
主
張
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
的
総
合
の
限
界
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の

神
秘
主
義
者
た
ち
も
い
た
。
中
世
の
思
想
に
お
け
る
こ
の
緊
張
は
直
ち
に
、
現
代
の
完
全
主
義
の
根
源
の
一
つ
で
あ
る
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。
当
面
は
そ
れ
を
考
慮
す
る
こ
と
は
重
要
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間
は
自
ら
の
生
と
歴
史
を
完
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
聖

書
的
考
え
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
で
き
る
と
い
う
偽
り
に
お
い
て
悪
に
関
与
す
る
こ
と
と
の
均
衡
を
保
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
の

重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
有
限
性
と
自
然
の
過
程
を
超
越
す
る
何
ら
か
の
人
間
の
能
力
は
、
そ
の
よ
う
な

超
越
性
に
よ
っ
て
人
間
が
理
解
す
る
展
望
を
実
現
で
き
る
と
い
う
古
典
的
（
総
じ
て
非
聖
書
的
）
な
確
信
と
、
今
述
べ
た
よ
う
な
聖
書
的
考

え
と
の
均
衡
で
も
あ
る
。
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カ
ト
リ
ッ
ク
的
総
合
は
多
く
の
仕
方
で
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
は
自
然
の
状
態
に
お
け
る
必
然
性
か
ら
の
自
由
と
、
恵
み
の
状
態

に
お
け
る
罪
か
ら
の
自
由
と
、
栄
光
の
状
態
に
お
け
る
悲
惨
か
ら
の
自
由
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
、
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の

主
張
に
お
い
て
完
全
に
要
約
さ
れ
る
）
25
（

。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
歴
史
に
お
け
る
生
の
達
成
と
、
歴
史
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
の
生
の
達
成
と
の
相

違
は
、
単
に
、
前
者
が
依
然
と
し
て
有
限
性
の
諸
状
況
の
下
に
あ
る
こ
と
の
み
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
一
貫
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
か
ら
の
唯
一
の
明
ら
か
な
変
化
は
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
信
条
の
中
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
改
革

と
の
妥
協
を
切
望
す
る
こ
と
か
ら
押
し
出
さ
れ
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
驚
く
べ
き
命
題
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ

わ
れ
自
身
の
善
行
の
ゆ
え
に
正
し
い
か
、
ま
た
は
神
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
功
績
に
よ
っ
て
の
み
正
し
い
と

見
な
さ
れ
る
」。
し
か
し
、
宗
教
改
革
と
の
妥
協
の
可
能
性
が
消
え
失
せ
た
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
に
お
い
て
、

そ
の
立
場
を
異
な
る
仕
方
で
定
義
し
た
。
そ
こ
で
は
こ
う
宣
言
さ
れ
る
。「
こ
の
義
化
さ
れ
た
人
の
善
業
は
神
の
賜
物
で
あ
っ
て
義
化
さ
れ

た
人
の
功
績
で
な
い
と
か
、
…
…
な
さ
れ
た
善
行
に
よ
っ
て
義
化
さ
れ
た
人
は
、
…
…
恵
み
の
増
加
と
永
遠
の
命
を
得
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
言
う
者
は
排
斥
さ
れ
る
）
26
（

」。

ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
は
、
救
わ
れ
た
者
に
と
っ
て
は
現
実
と
当
為
と
の
間
に
真
の
対
立
は
な
い
と
い
う
論
拠
を
堅
持
す
る
立
場
を
と
り
、

こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
。「
神
の
綻
を
守
る
こ
と
は
、
義
化
さ
れ
恩
恵
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
者
は
排
斥
さ
れ

る
）
27
（

」。カ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
が
「
些
細
な
」
罪
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
留
保
を
付
そ
う
と
も
、
現
実
に
赦
し
と
し
て
の
恵
み
と
力
と
し
て
の
恵
み

と
が
一
致
す
る
こ
と
や
、
救
わ
れ
た
人
間
に
は
本
質
的
に
罪
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
真
剣
に
問
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
ニ
ュ
ー

マ
ン
枢
機
卿
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
以
下
の
よ
う
に
信
じ
て
い
る
。「
義
化
は
全
能
の
神
の
裁
可
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
混
沌
を

覆
う
創
造
的
「
言こ
と
ば

」（W
ord

）﹇
ヨ
ハ
ネ
一
・
一
﹈
と
し
て
、
地
上
的
状
態
の
闇
を
切
り
裂
く
。
義
化
は
、
魂
が
正
し
い
と
宣
言
し
、
そ
の

宣
言
に
お
い
て
、
一
方
で
は
、
そ
の
魂
の
過
去
の
罪
に
つ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

赦
し
を
も
た
ら
し
、
他
方
、
そ
の
魂
が
実
際
に
正
し
い
も
の
と
す
る
）
28
（

」。
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恵
み
に
つ
い
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
は
、
そ
の
す
べ
て
の
部
分
に
お
い
て
同
様
の
一
貫
し
た
論
理
を
示
す
総
体
的
な
神
学
構
造
の
基
礎

で
あ
る
。
す
べ
て
の
部
分
に
お
い
て
、
生
と
歴
史
に
つ
い
て
の
聖
書
的
で
預
言
者
的
な
見
方
は
暫
定
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
が
、
罪
を
、
実

定
的
な
意
味
で
の
堕
落
で
は
な
く
、
原
初
の
完
成
が
奪
わ
れ
て
い
る
状
態
と
す
る
定
義
に
よ
り
、
し
ば
し
ば
そ
の
聖
書
的
で
預
言
者
的
な
見

方
は
弱
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
人
間
の
状
況
に
つ
い
て
の
定
義
が
、
古
典
的
で
あ
る
以
上
に
聖
書
的
で
あ
る
と
き
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

場
合
に
お
け
る
よ
う
に
）
で
さ
え
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
提
案
さ
れ
た
解
決
策
は
、
聖
書
が
考
え
る
よ
う
な
人
間
の
可
能
性
の
限
界
を
拒
絶

し
て
い
る
。
そ
の
解
決
策
は
、
罪
が
乗
り
超
え
ら
れ
て
有
限
性
の
み
が
残
る
よ
う
な
歴
史
の
場
を
探
し
求
め
る
。
そ
の
よ
う
な
場
を
探
求
す

る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
解
決
策
は
次
の
よ
う
な
危
険
に
陥
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
的
高
慢
に
よ
る
罪
と
、
決
定
的
な
人
間
の
見
せ
か
け
は
人

間
的
見
せ
か
け
を
原
理
的
に
克
服
し
た
宗
教
の
庇
護
の
も
と
で
も
っ
と
も
う
ま
く
な
さ
れ
る
こ
と
を
自
身
の
生
に
お
い
て
例
示
し
て
し
ま
う

罪
と
の
犠
牲
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

救
わ
れ
た
者
の
無
罪
性
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
的
誤
り
は
、
教
会
の
教
理
に
お
い
て
最
高
潮
に
達
す
る

か
、
少
な
く
と
も
、
も
っ
と
も
鮮
明
で
印
象
的
な
表
現
に
達
す
る
。
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
留
保
は
忘
れ
去
ら
れ
、
教
会
は
心
置
き

な
く
神
の
国
と
同
一
視
さ
れ
る
。
教
会
は
《
完
全
な
社
会
》
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
恵
み
の
唯
一
の
分
配
者
な
の
で
あ
る
。
そ
の
目
に
見
え

る
頭
は
「
キ
リ
ス
ト
の
代
理
人
」
と
い
う
称
号
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
、
歴
史
に
つ
い
て
の
預
言
者
的
見
解
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
冒
涜
的
に
見

え
る
も
の
で
あ
る
）
29
（

。
そ
の
称
号
と
教
皇
不
可
謬
説
と
い
う
主
張
は
人
間
的
見
せ
か
け
の
最
高
潮
に
達
し
て
い
た
の
で
、
宗
教
改
革
が
教
皇
を

「
反
キ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
告
発
し
た
こ
と
も
、
あ
る
歴
史
的
必
然
で
あ
っ
た
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
教
皇
の
政
治
的
対
立
者

た
ち
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
時
代
に
告
発
を
な
す
こ
と
に
お
い
て
宗
教
改
革
を
利
用
し
た
。
非
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
教
皇
と
、
ま
た
階

層
制
的
見
せ
か
け
一
般
を
、
本
質
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
の
表
現
と
い
う
よ
り
は
堕
落
の
表
現
と
見
な
す
で
あ
ろ
う
。
教
皇
が
現
在
主
張

し
て
い
る
権
威
を
か
つ
て
は
公
会
議
が
保
持
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、「
キ
リ
ス
ト
と
共
に
支
配
す
る
聖
徒
」
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
概
念
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
が
こ
の
言
葉
か
ら
引
き
出
し
た
、
現
実
の
政
治
的
支
配
の
主
張
よ
り
は
ま
だ
う
ぬ
ぼ
れ
が
少
な
い
こ
と
は
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確
か
に
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、「
完
全
な
社
会
」
で
あ
る
と
い
う
教
会
の
支
配
者
が
、
か
つ
て
そ
の
社
会
自
体
の
た
め
に
主
張
さ

れ
て
い
た
神
聖
さ
を
不
法
に
用
い
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
初
期
の
ほ
う
が
後
の
時
代
よ
り
も
っ
と
も
ら
し
い
も
の
の
、
最

終
的
な
宗
教
分
析
に
お
い
て
は
い
ず
れ
の
主
張
も
醜
悪
な
の
で
あ
る
。

教
会
の
神
格
化
は
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
考
え
ら
れ
よ
う
と
も
霊
的
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
。
教
会
は
「
受
肉
の
延
長
」
で
あ
る
と
い
う

カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
は
、
教
会
は
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
で
あ
る
と
い
う
パ
ウ
ロ
的
で
聖
書
的
な
教
理
か
ら
の
重
大
な
強
調
の
変
化
を
示
し
て

い
る
。
と
い
う
の
は
、
教
会
が
「
体
」
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
と
き
に
は
、
歴
史
的
現
実
の
法
則
に
服
従
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
理
想
と
規
範
は
、
教
会
員
す
べ
て
が
キ
リ
ス
ト
と
い
う
「
頭
」
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
に
完
全
に
調
和
す
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
）
30
（

。
し
か
し
、
実
際
の
現
実
は
い
つ
で
も
、
歴
史
的
存
在
を
特
徴
づ
け
る
い
く
つ
か
の
矛
盾
を
露
呈
す
る
。
歴
史
に
お
い
て
は

常
に
、〈
心
の
法
則
と
戦
う
、
私
の
五
体
に
あ
る
法
則
）
31
（

〉
が
あ
る
。
こ
の
戦
い
は
確
か
に
、
救
わ
れ
た
者
の
集
団
的
生
に
お
い
て
明
ら
か
で

あ
る
の
と
同
様
に
個
人
的
生
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。

す
べ
て
の
歴
史
的
存
在
の
曖
昧
さ
に
対
す
る
神
の
審
き
を
媒
介
す
る
一
つ
の
機
関
で
あ
る
と
い
う
教
会
が
、
こ
の
任
務
に
よ
っ
て
そ
れ
ら

の
曖
昧
さ
を
免
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
と
き
、
預
言
者
た
ち
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
罪
と
し
て
た
い
へ
ん
明
ら
か
に
認
識
し
た
の
と
同
じ
罪
を
犯

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
罪
は
、
政
治
的
な
権
力
へ
の
意
志
と
し
て
自
ら
を
示
す
と
き
に
、
特
に
明
ら
か
に
、
ま
た
耐
え
難
い
も
の
に

な
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
教
会
と
教
皇
制
が
称
賛
に
値
す
る
も
の
と
し
て
持
つ
普
遍
性
の
達
成
に
よ
っ
て
ほ
ん
の
少
し
緩
和
さ
れ
る
だ
け
で

あ
る
。
歴
史
に
お
い
て
競
合
す
る
多
く
の
社
会
的
ま
た
政
治
的
諸
勢
力
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
一
介
の
「
キ
リ
ス
ト
の
代
理
人
」
な
ど
、
キ
リ

ス
ト
の
真
の
代
理
人
に
は
な
り
え
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は
歴
史
に
お
い
て
は
無
力
で
あ
っ
た
し
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
歴
史
に
お
け
る
い

か
な
る
特
定
の
大
義
も
力
も
勝
利
し
た
り
確
証
さ
れ
た
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
教
皇
的
で
教
会
的
な
権
力
が
現
実
に
公
平
性
の
一
つ

の
基
準
と
な
り
、
ま
た
、
相
争
う
諸
国
家
な
ら
び
に
競
合
す
る
諸
社
会
勢
力
か
ら
の
超
越
の
一
つ
の
基
準
と
な
る
こ
と
よ
っ
て
西
洋
世
界
の

歴
史
に
お
い
て
創
造
的
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
事
実
は
、
感
謝
と
と
も
に
記
録
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
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い
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
上
の
闘
争
を
特
徴
づ
け
る
創
造
性
と
堕
落
と
の
混
合
か
ら
教
会
が
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。

偉
大
な
る
教
皇
た
ち
の
動
機
と
方
法
に
お
い
て
、
ま
た
、
教
会
の
達
成
と
欺
瞞
の
歴
史
全
体
に
お
い
て
、「
キ
リ
ス
ト
の
精
神
」
と
「
カ

エ
サ
ル
の
天
才
」
と
が
い
か
に
奇
妙
に
ま
た
悲
劇
的
に
混
ぜ
合
わ
さ
れ
て
い
た
か
を
歴
史
は
明
白
に
暴
露
す
る
。
経
済
的
生
活
に
対
す
る
教

会
的
で
宗
教
的
な
統
制
は
、
経
済
的
利
害
関
係
の
対
立
を
公
平
な
視
点
か
ら
調
整
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
聖
職
者
の
諸
勢
力
と
封
建

的
諸
勢
力
と
の
耐
え
難
い
同
盟
で
も
あ
っ
た
。
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
中
間
階
級
は
、
こ
の
封
建
的
秩
序
の
正
義
と
不
正
の
聖
化
を
忌
々
し
い

も
の
と
感
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
秩
序
は
、
そ
れ
を
支
持
す
る
宗
教
的
権
威
に
立
ち
向
か
う
こ
と
な
し
に
は
変
え
ら
れ
な
い
と
い
う
必
然
的

結
論
に
彼
ら
は
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
教
皇
の
政
治
統
制
は
、
一
方
で
は
、
諸
国
家
の
身
勝
手
を
「
キ
リ
ス
ト
の
律
法
」
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
努

力
で
あ
っ
た
。
他
方
そ
れ
は
、
帝
国
と
分
か
ち
合
い
、
ま
た
、
帝
国
に
対
し
て
危
う
げ
に
維
持
さ
れ
た
支
配
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
帝

国
と
の
こ
の
争
い
に
お
い
て
、「
世
俗
的
」
権
力
に
対
す
る
「
霊
的
」
権
力
の
優
越
と
い
う
申
し
立
て
は
、「
世
俗
的
」
支
配
を
確
立
す
る
た

め
の
教
会
的
権
威
の
武
器
と
し
て
常
に
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
主
張
は
、
教
皇
制
の
危
う
い
卓
越
性
を
維
持
す
る
た
め
に
充
分
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
教
皇
制
は
ま
た
、
た
い
へ
ん
に
「
世
俗
的
」
な
外
交
的
ま
た
政
治
的
戦
略
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
最
終
的
に
、

勃
興
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
勢
力
を
ド
イ
ツ
の
皇
帝
に
対
し
て
釣
り
合
い
を
と
る
も
の
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
基
本
的
方
策
に
従
う
も
の

で
あ
っ
た
。
堂
々
た
る
体
制
の
宗
教
的
崩
壊
は
、
教
皇
権
力
に
内
在
し
て
い
た
宗
教
的
欺
瞞
に
対
す
る
反
抗
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。

政
治
的
崩
壊
は
、
も
と
も
と
は
帝
国
に
対
し
て
釣
り
合
い
を
と
る
勢
力
と
し
て
奉
仕
し
て
い
た
同
じ
フ
ラ
ン
ス
の
利
害
関
係
に
教
皇
権
力
が

ま
す
ま
す
従
属
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
こ
の
争
い
の
詳
細
と
複
雑
さ
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
目
下
の
関
心
を
超
え

て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
究
極
的
な
結
果
が
、
神
の
威
光
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
歴
史
的
諸
支
配
に
対
す
る
破
滅
に
つ
い
て
の
預
言
者
の
予

言
に
対
応
し
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
）
32
（

。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
生
活
に
対
す
る
神
学
的
で
宗
教
的
な
統
制
は
、
教
会
の
経
済
的
で
政
治
的
な
支
配
と
同
様
に
曖
昧
に
さ
れ
た
。
そ

れ
は
一
方
で
は
、
す
べ
て
の
科
学
と
哲
学
と
文
化
を
福
音
の
真
理
の
権
威
の
下
に
置
こ
う
と
す
る
努
力
で
あ
っ
た
。
福
音
に
お
い
て
、
部
分

的
真
理
は
そ
の
成
就
を
見
出
し
、
真
理
の
罪
深
い
堕
落
は
暴
露
さ
れ
除
去
さ
れ
る
。
他
方
、
そ
の
統
制
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
保
持
さ
れ

う
る
究
極
の
宗
教
的
立
場
を
、
人
間
の
所
有
と
、
他
の
知
の
諸
類
型
に
対
す
る
権
威
の
道
具
へ
と
変
質
さ
せ
よ
う
と
す
る
聖
職
者
た
ち
の
高

慢
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

別
に
、
運
命
論
者
に
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
の
展
開
全
体
が
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
と
生
の
歴
史
に
お
い
て
実
際
に
不

可
避
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
す
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
達
成
に
反
対
し
、
そ
こ
に
、
自
己
権
力
の
拡
張
と
い
う
罪

深
い
要
素
を
見
出
す
福
音
の
真
実
の
側
面
に
人
間
の
自
尊
心
が
抵
抗
す
る
ゆ
え
に
不
可
避
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
抵
抗
は
、
預
言
者
的
解

釈
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
歴
史
の
問
題
に
対
し
て
メ
シ
ア
的
希
望
が
提
出
し
た
解
決
策
の
不
適
切
さ
の
中
に
キ
リ
ス
ト
が
到
来
す
る
前
か
ら

明
ら
か
で
あ
っ
た
。
メ
シ
ア
的
希
望
は
解
決
策
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
神
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
こ
に
は
、
希
望
を
持
つ
者
を
擁
護
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
抵
抗
は
キ
リ
ス
ト
自
身
の
弟
子
団
に
お
い
て
明

ら
か
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
勝
利
の
メ
シ
ア
で
は
な
く
苦
し
む
メ
シ
ア
と
い
う
考
え
方
に
反
感
を
覚
え
た
）
33
（

。
そ
の
抵
抗
は
、
罪
の
問
題
へ
の

答
え
と
し
て
、
贖
罪
よ
り
も
、
人
間
の
生
の
不
完
全
さ
を
完
全
に
す
る
と
約
束
し
た
福
音
の
一
側
面
に
共
感
し
た
初
期
の
教
会
に
お
い
て
明

ら
か
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
宗
教
的
生
の
複
雑
さ
、
特
に
恵
み
の
二
重
の
側
面
は
、
人
間
の
高
慢
か
ら
来
る
混
乱
を
抜
き
に
し
て
も
充
分
に
厄
介
な
も
の
で

あ
っ
た
。
理
性
は
以
下
の
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
困
難
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
歴
史

の
矛
盾
と
曖
昧
さ
を
超
え
て
立
つ
と
こ
ろ
の
信
仰
と
恵
み
は
単
純
な
所
有
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
所
有
す
る
と
同
時
に
所

有
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
間
違
い
な
く
所
有
し
て
い
る
と
主
張
す
る
と
き
、
信
仰
と
恵
み
は
、
表
面
上
は
そ
れ

に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
罪
の
手
段
と
な
る
こ
と
を
理
性
は
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
理
由
に
よ
り
、
キ
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リ
ス
ト
教
的
生
に
お
い
て
、
歴
史
の
矛
盾
を
超
え
る
完
成
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
避
け
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
（
確
か
に
、

現
実
的
な
歴
史
の
中
の
人
間
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
）
こ
の
努
力
が
、
ま
さ
に
そ
の
霊
的
達
成
の
頂
点
に
お
い
て
教
会
を
新
た
な
罪
に
巻
き

込
む
と
い
う
こ
と
も
避
け
が
た
い
。
こ
れ
が
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
栄
光
と
没
落
の
悲
哀
で
あ
る
。

Ⅳ　

カ
ト
リ
ッ
ク
的
総
合
の
崩
壊

こ
れ
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
的
総
合
の
達
成
と
欺
瞞
に
対
す
る
歴
史
の
応
答
も
ま
た
同
様
に
必
然
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
、
福
音
の
真
理
が
十

全
に
理
解
さ
れ
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
も
し
く
は
、
少
な
く
と
も
、
よ
り
単
純
な
解
釈
の
誤
り
に
つ
い
て
の
動
か
し
が
た
い
証
拠

を
歴
史
が
提
出
す
る
ま
で
、
教
会
に
お
い
て
福
音
の
十
全
な
真
理
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
宗
教
改
革
の
意
義

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
に
お
け
る
達
成
を
否
定
し
、
ま
た
そ
れ
に
反
対
す
る
福
音
の
側
面
が
い
っ
そ
う
十
全
に
理
解
さ
れ
た
歴
史
的
場
で

あ
る
。
こ
の
真
理
は
、
西
洋
人
の
歴
史
的
意
識
に
嵐
の
ご
と
き
激
情
に
よ
っ
て
侵
入
し
、
キ
リ
ス
ト
教
全
体
の
歴
史
を
変
え
た
。
そ
の
結
果

開
始
さ
れ
た
歴
史
的
議
論
の
論
争
的
関
心
は
し
ば
し
ば
、
再
発
見
さ
れ
た
福
音
の
真
理
の
一
方
的
な
提
出
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
一
方
的
な
強
調
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
総
合
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
福
音
の
も
う
一
方
の
側
面
は
、
し
ば
し
ば
不
明
確

に
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
失
わ
れ
た
。
し
か
し
、
宗
教
改
革
の
い
か
な
る
論
争
や
他
の
弱
点
も
、「
信
仰
に
よ
る
義
認
」
と
い
う
宗
教
改
革

の
教
理
に
ま
と
め
ら
れ
た
洞
察
の
基
本
的
特
質
を
損
な
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
つ
い
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
解
釈
と
宗
教

改
革
的
解
釈
の
い
ず
れ
に
も
不
案
内
な
現
代
人
に
は
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
の
教
理
は
、
神
の
恵
み
が
あ
ろ
う
が
あ
る
ま

い
が
生
と
歴
史
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
間
的
努
力
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
に
お
い
て
決
定
的
に
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
る
。
信
仰
義
認

説
は
歴
史
に
つ
い
て
の
預
言
者
的
解
釈
の
完
成
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
預
言
者
た
ち
が
最
初
に
開
示
し
た
あ
の
歴
史
的
現
実
の
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側
面
を
留
保
な
し
に
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
信
仰
義
認
説
は
以
下
の
こ
と
を
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
歴
史
は
、
自
然
の
移
ろ
い
と

有
限
性
と
、
そ
の
永
遠
の
源
泉
と
目
的
と
の
間
を
恒
久
的
に
揺
れ
動
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
状
況
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
あ
ら

ゆ
る
努
力
は
、
そ
の
存
在
の
限
界
づ
け
ら
れ
た
性
質
を
曖
昧
に
し
よ
う
と
す
る
罪
深
い
高
慢
に
人
間
を
巻
き
込
む
こ
と
、
さ
ら
に
、
人
間
が

「
恵
み
に
よ
っ
て
」
こ
の
事
実
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
罪
か
ら
免
れ
る
保
証
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
信
仰
義
認
説
は
理
解
す

る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
「
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
」、
ま
た
「
希
望
に
お
い
て
救
わ
れ
る
」
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
力
に
よ
ら
ず
、
ま
た
、
わ

れ
わ
れ
の
把
握
を
超
え
る
生
の
完
成
を
待
ち
望
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
宗
教
改
革
は
理
解
す
る
。
宗
教
改
革
は
以
下
の
こ
と
を
認
識
す

る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
の
統
一
と
は
、
自
然
に
還
る
た
め
に
そ
の
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
、「
永
遠
」
へ
と
高

ま
る
た
め
に
そ
の
被
造
物
と
し
て
の
性
質
を
脱
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
救
わ
れ
る
」
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
人
間
が
自
然
の
過
程
に
巻

き
込
ま
れ
て
い
る
と
と
も
に
そ
こ
か
ら
自
由
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
信
仰
と
希
望
に
よ
ら
な
い
限
り
答
え

の
な
い
、
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
最
終
的
謎
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
答
え
は
人
間
理
性
の
範
疇
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
答
え
が
な
け
れ
ば
、
人
間
の
生
は
一
方
で
は
懐
疑
主
義
と
虚
無
主
義
に
、
他
方
、
狂
信
と
高
慢
に
脅
か
さ
れ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
人
間
の
生
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
視
点
の
相
対
性
と
部
分
性
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
真
理
を
損
な
わ
ず
に
説
明
で
き

る
人
間
は
い
な
い
の
だ
か
ら
真
理
な
ど
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
か
、
も
し
く
は
、
人
間
の
生
の
有
限
的
性
質
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
究
極
的

真
理
を
持
っ
て
い
る
な
ど
と
偽
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
宗
教
改
革
の
教
理
の
意
味
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
く
考
え
る
前
に
、
次
の
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
中
世
的
総
合
」
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
人
間
の
自
尊
心
と
福
音
的
謙
遜
と
の
奇
妙
な
複
合
は
、
宗
教
改
革
の
み
な
ら
ず
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら

も
異
議
申
立
て
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
数
世
紀
に
お
け
る
精
神
的
生
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
力
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
て
き
た
。
現
代
の
文
化
史
家
た
ち
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
精
神
的
運
動
を
相
互
に
関
係
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
あ
る
困
難
を
感
じ
て
き
た
。
宗
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教
改
革
と
ル
ネ
サ
ン
ス
は
し
ば
し
ば
、
教
会
の
統
制
と
迷
信
か
ら
の
「
解
放
」
を
め
ぐ
っ
て
同
時
並
行
す
る
二
つ
の
運
動
に
す
ぎ
な
い
も
の

と
説
明
さ
れ
た
。
ま
た
あ
る
時
に
は
、
そ
れ
ら
は
解
放
が
成
功
し
た
運
動
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ほ
う
が

い
っ
そ
う
徹
底
し
て
い
る
と
常
に
見
な
さ
れ
た
。
こ
の
解
釈
に
お
い
て
論
理
的
順
序
は
時
代
的
順
序
に
一
致
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、

ル
ネ
サ
ン
ス
は
宗
教
改
革
よ
り
二
世
紀
早
く
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
中
心
に
お

い
て
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
十
五
世
紀
の
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
あ
り
よ
う
は
、
ま
さ
に
ル
ネ
サ
ン
ス
的
精
神
の
中
心
で
あ
っ
た
。
ル
ネ

サ
ン
ス
は
宗
教
改
革
よ
り
も
カ
ト
リ
ッ
ク
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
宗
教
改
革
よ
り
も
「
近
代
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
、
次
の
こ
と
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
逆
説
的
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
は
、
中
世

的
総
合
の
崩
壊
よ
り
発
す
る
、
部
分
的
に
相
反
す
る
歴
史
的
勢
力
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
と
っ
て
、
人
間
の
状
況
に
つ
い

て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
解
釈
は
あ
ま
り
に
も
悲
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
宗
教
改
革
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
楽
観
的
で
あ
る
。
し
か

し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
総
合
は
悲
観
的
と
い
う
よ
り
は
楽
観
的
で
あ
る
た
め
、
宗
教
改
革
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
間
、
も
し
く
は
宗
教
改
革
と
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
の
間
よ
り
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
間
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
親
和
性
が
高
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
生
の
成
就
の
た
め

の
要
件
と
な
る
、
力
と
し
て
の
「
恵
み
」
を
必
要
と
し
な
い
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
完
全
主
義
と
は
比
較
的
連
続
し
た
も
の
で

あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
人
間
的
生
そ
れ
自
体
に
お
け
る
成
就
に
可
能
性
を
見
出
す
。
一
方
、
宗
教
改
革
は
中
世
的
伝
統
と
の
い
っ
そ
う
完

全
な
断
絶
を
示
す
。
と
い
う
の
は
、「
恵
み
」
を
、
主
と
し
て
人
間
に
お
け
る
「
神
の
力
」
で
は
な
く
、
人
間
に
対
す
る
神
の
力
（
赦
し
）

と
解
釈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
の
生
も
し
く
は
歴
史
の
企
て
全
体
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
恩
恵
論
が
暗
示
す
る
完
成
の
域
へ
と
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
宗
教
改
革
は
否
定
す
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
人
間
理
性
の
自
律
の
名
の
も
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
生
に
対
す
る
教
会
の
統
制
に
反
対
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
近
代
の

文
化
の
発
展
全
体
の
基
礎
を
据
え
る
。
宗
教
改
革
は
、
聖
書
の
権
威
の
名
の
も
と
に
、
教
会
に
よ
る
宗
教
的
思
想
の
教
義
的
統
制
に
反
対

し
、
人
間
的
権
威
は
（
教
会
的
権
威
で
さ
え
も
）
福
音
の
真
理
を
所
有
し
た
り
解
釈
し
た
り
す
る
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
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う
。
福
音
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
知
恵
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
解
釈
は
常
に
福
音
を
（
少
な
く
と
も
そ
の
細
部
を
）
損
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
教
会
の
み
が
最
終
的
真
理
を
解
釈
し
適
用
す
る
権
利
や
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
欺
瞞
に
対
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改

革
の
抵
抗
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
正
当
性
を
持
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
抵
抗
は
、
経
験
に
つ
い
て
の
完
全
に
異
な
っ
た
水
準
か
ら
引
き
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

理
性
の
自
律
の
名
の
も
と
で
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
抵
抗
は
、
究
極
的
な
人
間
の
問
題
を
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て
い
な
い
。
人
間
の
視
点
は
部
分

的
で
有
限
で
あ
る
こ
と
を
ル
ネ
サ
ン
ス
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
精
神
の
力
の
伸
展
に
よ
っ
て
こ
の
有
限
性
を
徐
々
に
克
服
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
有
限
性
と
自
由
の
逆
説
が
ど
れ
ほ
ど
必
然
的
に
、
い
っ
そ
う
深
刻
な
罪
の
問
題
を
も
た
ら
す
か
を
理
解

し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
教
会
的
権
威
に
対
す
る
抵
抗
は
、
そ
れ
自
身
の
水
準
に
お
い
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
宗
教
的
教
義
は
常
に
、
そ
れ
が
体
現
す
る
意
味
に
つ
い
て
の
究
極
的
判
断
が
、
意
味
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
従
属
的
領
域
に
と
っ
て
代

わ
る
と
見
な
す
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
の
従
属
的
領
域
と
は
、
人
間
の
精
神
が
自
然
の
偶
然
的
継
起
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ま
た
、
人
間
の
理
性
に
内
在
す
る
統
一
の
力
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
あ
る
意
味
の
領
域
に
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
識
別
し
発
見
す

る
も
の
で
あ
る
。

合
理
的
な
知
的
好
奇
心
を
近
代
の
自
然
科
学
の
精
緻
化
へ
と
向
け
た
こ
と
に
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
の
最
も
偉
大
な
達
成
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
然
研
究
に
お
い
て
、
人
間
の
精
神
は
実
際
に
あ
の
神
の
ご
と
き
客
観
性
へ
と
近
づ
く
だ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
人
間
精
神
が
人
間
の
歴
史
の
諸
事
実
を
研
究
す
る
と
き
に
、
愚
か
に
も
、
ま
た
誤
っ
て
所
有
し
て
い
る
と
想
像
す
る
と
こ
ろ

の
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
分
野
に
お
い
て
、
諸
事
実
を
観
察
す
る
純
粋
な
精
神
な
ど
な
い
。
あ
る
の
は
心
も
と
な
い
理
性
の
み
で
あ
る
。
そ

れ
は
不
安
な
自
我
に
有
機
的
に
結
び
つ
き
、
人
間
の
生
命
力
に
つ
い
て
の
、
互
い
に
競
合
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
の
偉
大
さ
や
弱
さ
に
、
ま

た
は
脅
か
す
よ
う
な
危
険
や
約
束
さ
れ
た
助
け
に
、
同
情
や
軽
蔑
、
恐
れ
や
高
慢
と
と
も
に
応
答
す
る
も
の
で
あ
る
。

教
会
の
権
威
に
対
す
る
宗
教
改
革
の
抗
議
は
、
人
間
の
生
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
個
別
ま
た
下
位
の
領
域
を
超
え
る
究
極
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的
な
人
間
の
問
題
の
み
を
意
識
す
る
。
宗
教
改
革
は
、
人
間
の
生
が
自
ら
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
こ
の
世
は
そ
の
知
恵
に
よ
っ
て
神
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
世
は
、
そ
の
一
貫
性
を
持
つ

領
域
全
体
に
つ
い
て
の
あ
る
不
適
切
な
意
味
の
中
心
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
悪
に
関
与
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
宗
教
改
革
は
、
宗
教

的
教
義
に
つ
い
て
の
教
会
の
統
制
の
中
に
あ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
的
水
準
に
お
け
る
新
た
な
形
式
の
偶
像
崇
拝
を
見
抜
く
。
こ
こ
で
、
人
間
的

制
度
は
生
と
歴
史
を
自
ら
の
周
り
に
集
め
る
。
人
間
的
制
度
が
そ
の
こ
と
を
な
す
の
は
ま
さ
に
、
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
超
え
た
真
理
を
「
所
有

す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
力
を
超
え
た
力
で
あ
り
、
人
間
の
力
が
自
ら
の
限
界
を
認
識
す
る
と
き
に
の
み

働
く
「
恵
み
」
を
施
す
と
見
せ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

宗
教
改
革
に
よ
る
、
教
会
の
権
威
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
聖
書
の
権
威
の
主
張
は
、
そ
の
裡
に
新
た
な
偶
像
崇
拝
の
危
険
を
宿
し
て
い

る
。
そ
の
聖
書
主
義
は
や
が
て
、
古
い
宗
教
的
権
威
と
同
様
に
、
因
果
関
係
を
探
求
す
る
人
間
精
神
の
自
由
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
と
な
っ

て
い
っ
た
。
し
か
し
、
正
し
く
考
え
ら
れ
た
聖
書
的
権
威
と
は
、
そ
こ
で
あ
ら
ゆ
る
真
理
が
成
就
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
堕
落
が
否
定
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
福
音
の
真
理
を
擁
護
す
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
権
威
は
以
下
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
聖
書
的
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
聖
書
は
あ
の
救
済
の
歴
史
と
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
そ
の
完
成
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
救
済
史
に
お
い
て
、
人
間
の
企
て
は
総
体
的

に
、
そ
の
限
界
を
、
そ
の
限
界
の
罪
を
、
ま
た
、
そ
の
問
題
に
対
す
る
神
の
答
え
を
十
全
に
知
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
聖
書
が
社
会
的
、
経

済
的
、
政
治
的
、
そ
し
て
科
学
的
知
識
の
権
威
的
大
綱
と
な
る
と
き
、
そ
れ
は
、
知
に
つ
い
て
の
相
対
的
規
準
の
罪
深
い
聖
化
の
手
段
と
し

て
、
ま
た
、
宗
教
的
規
範
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
る
美
徳
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

権
威
と
の
こ
の
よ
う
な
争
い
か
ら
現
れ
出
る
、
自
由
に
つ
い
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
の
概
念
は
ま
た
、
異
な
っ
た
水
準
へ
と
進
ん

で
い
く
が
、
両
者
の
根
底
に
あ
る
生
に
つ
い
て
の
概
念
ほ
ど
に
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
と
は
互
い
に
正
反
対
の
も
の
で
な
い
。
ル
ネ

サ
ン
ス
は
主
と
し
て
、
人
間
の
生
、
と
り
わ
け
知
識
へ
の
人
間
の
探
求
の
営
み
を
、
法
外
な
社
会
的
、
政
治
的
、
宗
教
的
拘
束
と
統
制
か
ら

解
き
放
つ
こ
と
に
関
心
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
人
間
社
会
に
お
け
る
自
由
へ
の
闘
い
の
直
接
的
源
泉
で
あ
り
、
近
代
を
特
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徴
づ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
教
改
革
に
お
い
て
自
由
と
は
主
と
し
て
、
恵
み
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
抑
圧
的
制
度
の
介
入
な
し
に
信
仰
に

よ
っ
て
神
の
恵
み
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
魂
の
権
利
と
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る
。
宗
教
改
革
は
、
あ
ら
ゆ
る
社

会
的
状
況
を
超
え
る
自
由
に
関
心
を
持
ち
、
専
制
政
治
の
中
も
し
く
は
下
に
お
い
て
さ
え
自
身
を
表
現
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
恵
み
」
を
施
し
、
神
の
慈
悲
を
統
御
し
媒
介
す
る
と
主
張
す
る
そ
の
宗
教
的
権
威
が
ま
た
、
社
会
的
政
治
的
状
況
に

お
け
る
究
極
の
権
威
で
あ
る
と
も
主
張
す
る
ゆ
え
に
、
宗
教
的
社
会
的
自
由
へ
の
二
つ
の
闘
争
は
接
近
し
互
い
に
支
え
合
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
実
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
は
自
由
に
向
け
て
の
共
通
す
る
衝
動
の
異
な
っ
た
表
現
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
諸
解
釈
に
、
あ
る

説
得
力
を
与
え
る
。

宗
教
的
権
威
に
対
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
の
闘
い
は
、
実
際
の
表
現
に
お
い
て
よ
り
も
根
本
原
則
に
お
い
て
相
反
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
か
ら
生
じ
た
精
神
の
二
つ
の
類
型
間
の
対
照
を
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
そ
の
対
照
は
、「
聖
化
」

と
「
義
認
」
と
い
う
、
恵
み
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
両
側
面
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
き
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
原
則
的
に
「
聖
化
主
義
者
」
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
、
預
言
者

的
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
識
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
、
生
の
成
就
と
そ
の
最
高
度
の
可
能
性
の
実
現
へ
の
希
望
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
留

保
は
無
視
さ
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
が
、「
義
認
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
象
徴
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
の
要
素
を
過
度
に
従
属

的
な
も
の
に
す
る
と
す
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
そ
の
経
験
に
お
い
て
、
い
か
な
る
現
実
と
も
一
致
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
義
認
を
完
全
に
退

け
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
現
代
人
の
精
神
性
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
付
け
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
と
い
う
の
は
、
典
型
的
な
現
代
人
は
、
そ
の
教
理
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
生
と
歴
史
に
つ
い
て
の
真
理
を
一
切
認
め
な
い
か
ら
で
あ

る
。し

か
し
ル
ネ
サ
ン
ス
は
さ
ら
に
先
を
い
く
。
そ
れ
は
「
義
認
」
と
「
聖
化
」
の
逆
説
を
破
壊
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
恵
み
」
と
い
う
考
え

を
ま
る
ご
と
退
け
る
。
と
い
う
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
善
い
こ
と
に
つ
い
て
の
知
識
と
、
善
い
こ
と
を
な
す
力
と
の
隔
た
り
を
一
切
認
識



241 恵みと高慢との葛藤

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
問
題
に
お
い
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
人
間
の
状
況
に
つ
い
て
の
古
典
的
概
念
に
意
識
的
に
回
帰
す
る
。
人
間
は
自

ら
の
裡
に
、
生
の
最
も
超
越
的
な
目
的
の
成
就
に
充
分
な
（
合
理
的
ま
た
は
神
秘
的
な
）
可
能
性
を
持
つ
と
ル
ネ
サ
ン
ス
は
信
じ
る
）
34
（

。
こ
こ

に
お
い
て
同
様
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
現
代
の
精
神
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
。
こ
の
一
般
的
傾
向
に
対
す
る
唯
一
の
例
外
は
、「
セ
ク
ト
的
」

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
中
に
見
ら
れ
る
。
宗
教
改
革
諸
セ
ク
ト
は
、
本
質
的
に
、
宗
教
改
革
の
用
語
よ
り
も
ル
ネ
サ
ン
ス
と
「
完
全
主

義
者
」
の
用
語
で
救
い
を
定
義
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恵
み
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
概
念
を
鍛
え
直
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
敬
虔

主
義
的
諸
セ
ク
ト
は
、
恵
み
は
個
人
的
完
成
の
実
現
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
と
信
じ
る
。
そ
し
て
終
末
論
的
諸
セ
ク
ト
は
、
理
想
の
社
会

に
お
け
る
歴
史
的
過
程
全
体
の
完
成
の
た
め
に
神
の
摂
理
の
介
入
に
依
存
す
る
）
35
（

。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
完
全
主
義
が
、
意
識
的
に
は
人
間
の
状
況
に
つ
い
て
の
古
典
的
解
釈
に
拠
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
無
意
識
裡
に
は
そ
の
世

界
観
に
キ
リ
ス
ト
教
的
で
聖
書
的
な
要
素
を
加
味
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
こ
の
要
素
を
抜

き
に
し
て
歴
史
的
過
程
全
体
に
対
す
る
楽
観
的
態
度
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
意
味
あ
る
過
程
で
あ
り
、
よ
り
高

度
な
実
現
へ
と
向
か
っ
て
い
く
と
す
る
そ
の
歴
史
観
は
、
聖
書
的
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
終
末
論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ル
ネ
サ

ン
ス
は
、
全
体
と
し
て
の
近
代
文
化
と
と
も
に
、
二
つ
の
点
に
お
い
て
聖
書
の
歴
史
観
を
変
え
た
。
ま
ず
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
歴
史
を
超
越

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
の
「
終
末
」
を
示
す
も
の
と
し
て
の
歴
史
の
成
就
に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
究
極
的
な
「
審
判
」
を
、

聖
書
的
終
末
論
に
お
け
る
も
の
と
し
て
の
「
終
末
」
の
一
部
と
し
て
考
え
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
歴
史
に
お
け
る

曖
昧
で
悲
劇
的
な
要
素
を
意
識
し
な
か
っ
た
。
ま
た
は
少
な
く
と
も
、
歴
史
的
過
程
自
体
に
よ
っ
て
徐
々
に
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
近
代
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
全
体
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
に
潜
在
し
て
い
る
。
近
代
人

の
《
信
条
》
に
お
い
て
も
っ
と
も
特
徴
的
に
ま
た
堅
く
保
た
れ
て
い
る
条
項
で
あ
る
「
進
歩
の
概
念
」
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
必
然
的
に
立

ち
現
れ
た
歴
史
哲
学
な
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
人
間
に
対
す
る
古
典
的
信
頼
と
、
歴
史
の
有
意
味
性
に
対
す
る
聖
書
的
信
頼
と
が
結
び
つ

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
に
は
、
預
言
者
的
で
聖
書
的
な
見
方
に
お
い
て
思
い
描
か
れ
て
い
た
も
の
よ
り
も
単
純
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な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

今
日
、
人
間
の
状
況
を
再
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
直
面
す
る
課
題
の
一
つ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
世
界
観
に
お
け
る
偽
り
な
る

も
の
を
排
除
し
、
真
実
な
る
も
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
人
間
の
歴
史
は
、
無
限
の
可
能
性

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
古
典
主
義
や
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
や
宗
教
改
革
以
上
に
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
歴
史
は
善
と

0

0

悪
の

0

0

無
限
の
可
能
性
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ル
ネ
サ
ン
ス
は
認
識
し
な
か
っ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
知
の
完
成
と
、
理
性
の
伸

展
と
、
自
然
が
次
第
に
征
服
さ
れ
る
こ
と
と
、（
後
の
発
展
に
お
け
る
）
社
会
結
合
の
技
術
的
伸
展
を
信
じ
て
い
た
。
歴
史
の
「
進
歩
」
に

内
在
す
る
そ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
、
理
性
と
秩
序
の
力
が
混
乱
と
悪
を
段
階
的
に
征
服
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ル
ネ
サ

ン
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
人
間
的
潜
在
力
は
秩
序
の
み
な
ら
ず
混
乱
の
手
段
と
な
り
う
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
歴
史
は
自
身
の
問
題

に
つ
い
て
の
解
決
策
を
持
た
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
か
っ
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
が
や
や
無
関
心
な
歴
史
の
こ
の
悲
劇
的
側
面
こ
そ
ま
さ
に
、
宗
教
改
革
が
も
っ
と
も
十
全
に
把
握
し
た
歴
史
の
側
面
で
あ
っ

た
。
こ
の
把
握
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
が
、
世
俗
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
、
セ
ク
ト
的
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
聖
化

の
教
理
に
対
す
る
宗
教
改
革
の
論
争
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
改
革
は
そ
こ
に
、
歴
史
の
可
能
性
に
対
す
る
あ
ま
り
に
も
単
純
な
信
頼
が

あ
る
こ
と
を
嗅
ぎ
つ
け
る
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
の
「
信
仰
に
よ
る
義
認
」
と
い
う
教
理
は
、
歴
史
に
つ
い
て
の
適
切
な
解
釈
に
資
す
る
重

要
な
意
味
を
内
包
し
て
い
る
が
、
こ
の
教
理
は
、
決
し
て
十
分
に
評
価
さ
れ
た
り
用
い
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

お
そ
ら
く
、
歴
史
的
問
題
に
関
心
を
持
つ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
大
部
分
は
、
そ
の
発
想
を
、
宗
教
改
革
で
は
な
く
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
引

き
出
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
上
の
存
在
を
め
ぐ
る
究
極
的
問
題
に
つ
い
て
の
宗
教
改
革
の
理
解
は
、
道
徳
的
そ
し
て
文
化
的
敗
北
主
義
へ
の
傾

向
な
し
に
練
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
ま
た
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
き
な
か
っ
た
）
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教

改
革
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
企
て
が
ぶ
つ
か
る
究
極
的
失
望
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
二
次
的
問
題
へ
の
無
関
心
に
傾
い
て
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い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
直
面
す
る
と
き
、
す
べ
て
の
道
徳
的
状
況
は
、
そ
れ
が
充
分
に
分
析
さ
れ
る
と
き
、
個
人
的
で
あ
ろ
う
が
集

団
的
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
高
度
な
成
就
へ
の
際
限
な
い
可
能
性
を
実
際
に
は
明
ら
か
に
す
る
。
個
人
的
生
に
お
け
る
聖
化
に
も
、
集
団
的
生

に
お
け
る
社
会
的
完
成
に
も
、
文
化
的
生
に
お
け
る
真
理
の
発
見
に
も
制
限
は
な
い
。
無
論
、
新
た
な
達
成
の
水
準
に
お
い
て
も
美
徳
な
ら

び
に
真
理
の
欠
如
と
堕
落
が
あ
り
う
る
と
い
う
、
一
つ
の
制
限
を
除
外
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
。

宗
教
改
革
に
お
け
る
こ
の
道
徳
的
悲
観
主
義
と
文
化
的
無
関
心
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
力
に
宗
教
改
革
が
敗
れ
た
こ
と
の
一
つ
の
原
因
で

あ
っ
た
。
近
代
の
精
神
的
生
は
、
主
と
し
て
こ
の
敗
北
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

人
間
存
在
の
二
次
的
問
題
と
直
接
的
可
能
性
に
宗
教
改
革
が
無
関
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
敗
北
の
唯
一
の
原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
に
は
、
科
学
や
社
会
的
技
術
や
、
自
然
の
征
服
や
、
近
代
に
お
け
る
人
間
の
可
能
性
の
総
体
的
伸
展
は
す
べ
て
、
生
に
つ
い
て
の
ル
ネ

サ
ン
ス
に
よ
る
評
価
に
お
い
て
真
実
な
る
も
の
を
強
調
し
、
偽
り
な
る
も
の
を
隠
す
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

近
代
の
状
況
に
つ
い
て
の
こ
の
解
釈
を
証
明
す
る
た
め
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
を
さ
ら
に
充
分
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
人
間
の
本
性
と
運
命
に
つ
い
て
の
真
理
の
諸
側
面
に
お
い
て
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
と
は
相
反
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
、
そ
し
て
い
か

に
し
て
そ
の
諸
側
面
が
人
間
の
本
性
と
運
命
に
つ
い
て
の
貴
重
な
洞
察
を
示
し
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と

も
そ
の
洞
察
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
の
両
者
が
含
ま
れ
て
い
た
中
世
的
総
合
に
お
い
て
鈍
ら
さ
れ
曖
昧
に
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
が
。

問
題
は
、
両
者
が
相
反
し
た
り
互
い
に
打
ち
負
か
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
い
描
か
れ
、
ま
た
、
規
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
中
世
的
総
合
以
上
の
高
み
と
深
み
へ
と
達
す
る
、
人
間
の
本
性
と

運
命
に
つ
い
て
の
哲
学
が
現
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
か
つ
、
こ
れ
は
ま
さ
に
現
代
文
化
の
今
日
の
傾
向
で
あ
る
が
、
冷
笑
主
義
と

感
傷
主
義
、
ま
た
悲
観
主
義
と
楽
観
主
義
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
現
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
も
動
じ
な
い
哲
学
が
現
れ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。
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注

（
1
） H

istory of D
ogm

a, Vol. I, p.48.

﹇
山
田
保
雄
訳
『
教
義
史
綱
要
』
久
島
千
枝
、
一
九
九
七
年
参
照
﹈
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
前
の
キ
リ
ス
ト
教

に
お
い
て
パ
ウ
ロ
的
深
み
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
理
解
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
が
パ
ウ
ロ
の
思
想
の
意
味
を
十
分
に
理
解
し

て
い
な
い
ゆ
え
に
、
い
っ
そ
う
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
印
象
的
で
あ
る
。

（
2
） 

バ
ル
ナ
バ
の
手
紙
（
七
〇
―
七
九
年
）
は
、
こ
の
思
想
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

（
3
） 

部
分
的
に
曖
昧
に
さ
れ
た
の
は
「
ク
レ
メ
ン
ス
の
手
紙
Ⅰ
」「
バ
ル
ナ
バ
の
手
紙
」「
ポ
リ
ュ
カ
ル
ポ
ス
の
手
紙
」「
イ
グ
ナ
テ
ィ
オ
ス
の
手
紙
」

で
あ
り
、
全
面
的
に
曖
昧
に
さ
れ
た
の
は
「
ヘ
ル
マ
ス
の
牧
者
」「
ク
レ
メ
ン
ス
の
手
紙
Ⅱ
」
で
あ
る
。H

arnack, Vol. I, p.172 

参
照
。

（
4
） 

恵
み
に
お
け
る
こ
の
限
界
は
、
バ
ル
ナ
バ
の
手
紙
五
・
九
﹇「
彼
は
ま
た
、
彼
の
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
べ
き
自
分
の
使
徒
を
選
ば
れ
た
が
、
こ
の

人
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
罪
を
こ
え
て
無
法
な
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、彼
は
義
人
で
は
な
く
、罪
人
を
招
く
た
め
に
来
た
（
マ
ル
コ
二
・
一
七
）、

と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
（
こ
の
よ
う
に
使
徒
を
選
ば
れ
た
）
と
き
、
彼
は
御
自
身
が
神
の
子
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
」﹈
と
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
手
紙
Ⅱ
二
・
四
―
七
﹇「
そ
れ
に
別
の
書
に
も
、『
私
は
義
人
を
招
く
た
め
で
は
な
く
、
罪
人
を
招

く
た
め
に
来
た
』
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
マ
ル
コ
二
・
一
七
他
）。
彼
が
言
わ
れ
る
の
は
、
滅
び
つ
つ
あ
る
者
た
ち
を
救
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
大
い
な
る
、
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
は
、
す
で
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
の
で
は
な
く
、
倒
れ
つ
つ
あ
る
も
の
を
堅

固
に
据
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。
そ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
も
滅
び
つ
つ
あ
る
者
た
ち
を
救
お
う
と
望
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
既
に

滅
び
つ
つ
あ
っ
た
私
た
ち
を
、
こ
の
世
に
来
て
招
い
て
下
さ
り
、
そ
の
多
く
の
者
を
救
わ
れ
た
の
で
し
た
」﹈
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。﹇
使
徒

教
父
文
書
の
訳
は
、
新
井
献
編
『
使
徒
教
父
文
書
』、
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
に
よ
る
。﹈

（
5
） A
dv. M

arcionem
, I, 25.

﹇『
マ
ル
キ
オ
ン
反
駁
』﹈

（
6
） 

オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。「
人
間
は
、
神
の
似
姿
を
、
自
己
の
精
励
な
る
熱
意
を
も
っ
て
、
神
を
模
倣
す
る
こ
と
で
獲
得
す
べ
き

で
あ
る
。
即
ち
、
像
と
し
て
の
身
分
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
始
め
か
ら
完
全
に
な
る
こ
と
の
可
能
性
が
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
人
間
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は
、
わ
ざ
の
成
就
に
よ
っ
て
、
完
全
な
似
姿
を
自
ら
仕
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
」。D

e princ, III, vi, I.

﹇
オ
リ
ゲ
ネ
ス
『
諸
原
理
に
つ
い
て
』、
小

高
毅
訳
、
創
文
社
、
一
九
七
八
年
、
二
六
八
頁
参
照
。﹈

（
7
） Paedagogus, I, vi.

（
8
） D

e instituto C
hristiano.

（
9
） H

astings R
ashdall, T

he Idea of A
tonem

ent in C
hristian T

heology, p.206.

（
10
） 

ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
述
べ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
が
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
半
分
だ
け
勝
利
を
収

め
た
と
い
う
の
は
逆
説
で
は
な
い
」。H

istory of D
ogm

a, I, p.227.

（
11
） T

he B
lessed M

arcarius of E
gypt, D

e custodia cordis, xii.

（
12
） H

om
il: In E

pist. I and C
or.15: 1

―2

（
13
） 

現
在
ま
で
の
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
に
お
け
る
完
全
主
義
者
の
思
想
を
た
ど
る
機
会
を
わ
れ
わ
れ
は
持
た
な
い
の
で
、
東

方
教
会
に
お
け
る
こ
の
主
要
な
傾
向
に
つ
い
て
、
一
人
の
現
代
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
神
学
者
か
ら
引
用
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ

う
。
彼
は
言
う
。「
神
が
聖
礼
典
を
通
し
て
働
く
と
き
、
神
の
働
き
は
単
な
る
一
時
的
な
性
格
や
部
分
的
効
力
し
か
も
た
な
い
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
た
ち
は
間
違
い
な
く
信
じ
て
い
る
。
神
の
恵
み
の
力
は
聖
礼
典
を
通
し
て
示
さ
れ
、
そ
の
効
力
は
永
遠
な
の
で
あ
る
」。

H
am

ilcar S. A
livisatos in sym

posium
, T

he D
octorine of G

race, S. C
. M

. Press, London, p.267.

現
代
に
お
け
る
最
も
権
威
あ
る
正
教
会
の
神
学
者
の
一
人
で
あ
る
ク
レ
ス
ト
ス
・
ア
ン
ド
ル
ー
ス
ト
ス
（C

hrestos A
ndroustos

）
は
、
聖

化
と
い
う
正
教
会
の
教
理
に
つ
い
て
、
最
も
明
解
な
言
葉
で
述
べ
て
い
る
。
彼
は
言
う
。「
罪
の
赦
し
と
義
認
と
い
う
二
つ
の
要
素
は
、
あ
た
か

も
罪
の
浄
化
に
聖
化
が
続
く
よ
う
に
、
互
い
に
不
可
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
同
じ
事
柄
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
。
罪
の
赦
し
と
は
、

単
に
罪
か
ら
自
由
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
実
際
に
罪
が
消
失
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
は
、
罪
人
を
審
く
に
あ
た
っ
て
、
罪
人

が
罪
人
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
に
義
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
実
際
に
義
な
る
者
と
す
る
。
義
認
の
わ
ざ
に
お
け
る
神
の
力
に
よ
っ

て
、
罪
の
状
態
は
全
面
的
に
取
り
除
か
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
意
志
の
背
き
に
お
け
る
罪
の
原
理
と
基
礎
は
全
面
的
に
除
去
さ
れ
、
悔
い
改
め

た
意
志
は
神
に
向
け
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
」。Frank S. B

. G
avin

のSom
e A

spects of C
ontem

porary G
reek T

hought, p.227 

に
お
け
る
、

ク
レ
ス
ト
ス
・
ア
ン
ド
ル
ー
ス
ト
ス “D

ogm
atike ” 

か
ら
の
引
用
。

そ
の
よ
う
な
完
全
主
義
者
の
疑
わ
し
い
主
張
が
も
た
ら
す
道
徳
的
帰
結
と
精
神
的
混
乱
に
反
対
す
る
証
人
と
し
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
を
持
ち
出
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す
こ
と
に
は
意
味
が
あ
ろ
う
。『
懺
悔
』
に
お
い
て
彼
は
記
し
て
い
る
。「『
正
教
会
』
――
私
に
は
、
こ
の
言
葉
で
、
何
人
か
の
毛
深
い
男
ど
も

し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
。
お
そ
ろ
し
く
自
信
過
剰
で
、
勘
違
い
し
た
、
無
知
で
、
ダ
イ
ヤ
の
パ
ナ
ギ
ア
﹇
主
教
が
着
用
す
る
メ
ダ
ル
で
、
聖
母

マ
リ
ア
の
画
像
が
は
め
こ
ん
で
あ
る
﹈
を
あ
し
ら
い
、
絹
と
ビ
ロ
ー
ド
で
身
を
包
み
、
主
教
と
か
府
主
教
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
輩
で
あ
る
。
そ

の
上
ま
た
、
何
や
ら
機
密
を
執
行
す
る
ふ
り
を
し
て
人
々
か
ら
金
を
巻
き
上
げ
る
の
に
忙
し
い
、
何
千
人
も
の
毛
深
い
男
ど
も
。
そ
こ
に
は
謙

遜
の
代
わ
り
に
尊
大
さ
が
あ
り
、
清
貧
の
代
わ
り
に
贅
沢
が
あ
り
、
罪
の
赦
し
に
代
わ
っ
て
憎
悪
と
争
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
皆
、
お

互
い
を
否
定
す
る
く
せ
に
、
自
分
自
身
の
こ
と
は
否
定
し
な
い
の
で
あ
る
」。

こ
の
よ
う
な
非
難
は
完
全
に
公
平
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
さ
ら
に
厳
格
な
方
策
が
採
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
人
間
は

罪
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
す
る
、
セ
ク
ト
的
教
派
に
属
す
る
完
全
主
義
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
存
在
と
い

う
要
素
は
ど
こ
ま
で
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
、
聖
礼
典
を
重
視
す
る
完
全
主
義
者
と
同
様
に
、
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
14
） 『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
一
巻
六
章
参
照
。

（
15
） O

n G
race and Free W

ill, xvii, 32.
﹇
小
池
三
郎
訳
「
恩
恵
と
自
由
意
志
」、『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
』
第
一
〇
巻
、
教
文
館
、
一
九
八
五

年
、
六
五
頁
参
照
。
訳
文
、
で
す
ま
す
調
を
、
で
あ
る
調
に
改
変
。﹈

（
16
） O

n M
an ’s Perfection in R

ighteousness, C
h. 19.

﹇
金
子
晴
勇
訳
「
人
間
の
義
の
完
成
」、『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
』
第
九
巻
、
教
文
館
、

一
九
七
九
年
、
二
六
九
頁
参
照
。﹈

（
17
） E

nchiridion, lxiv.  

赤
木
善
光
訳
﹇「
信
仰
・
希
望
・
愛
（
エ
ン
キ
リ
デ
ィ
オ
ン
）」、『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
』
第
四
巻
、
教
文
館
、
一
九 

七
九
年
、
二
六
五
―
二
六
六
頁
参
照
。﹈

（
18
） O

n M
an ’s Perfection in R

ighteousness, C
h. 20.

﹇
金
子
晴
勇
訳
「
人
間
の
義
の
完
成
」、『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
』
第
九
巻
、
教
文
館
、

一
九
七
九
年
、
二
七
三
頁
参
照
。﹈

（
19
） “ecclesia qualis nunc est ” and “ecclesia gualis tunc erit. ” D

e civitas D
ei, B

ook X
X

, C
h.9.

﹇
服
部
英
次
郎
・
藤
本
雄
三
訳
『
神
の
国
』

（
五
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
一
五
六
頁
参
照
。﹈

（
20
） R
etract, II, xvii.

﹇
坂
口
昂
吉
訳
『
再
考
録
』「
洗
礼
論
全
七
巻
」、『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
』
第
八
巻
、
教
文
館
、
一
九
八
四
年
、
四
〇
九

頁
参
照
。
な
お
、
訳
本
に
お
い
て
は
『
再
考
録
』
第
二
巻
一
八
章
（
四
四
章
）
と
な
っ
て
い
る
。﹈

（
21
） 

ゴ
ア
司
教
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
可
視
的
教
会
と
い
う
考
え
や
、
救
い
は
た
だ
教
会
の
み
に
よ
る
と
い
う
信
念
や
、「
教
会
を
母
と
し
な
い
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者
は
神
を
父
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
確
信
を
創
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
正
し
く
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
確
信
に
お
い
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
単
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
一
般
的
遺
産
に
参
入
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。C

harles G
ore, T

he C
hurch and the M

inistry, 

pp. 13ff.
A
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
可
視
的
教
会
と
い
う
考
え
を
創
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
る
ゴ
ア
に
同
意
し
、「
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
不
可
視
的
教
会
と
い
う
考
え
を
創
出
し
た
と
い
う
ほ
う
が
よ
り
真
実
で
あ
る
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。A

. R
obertson, 

R
egnum

 D
ei, p.187.

教
会
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
留
保
は
、
不
可
視
的
教
会
と
い
う
宗
教
改
革
の
思
想
を
確
か
に
含
ん
で
い
る
。
不
可
視
的
教
会
は
、

歴
史
的
教
会
を
神
の
審
判
の
下
に
置
く
手
段
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
彼
の
教
会
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
、
留
保
な
し
の
考
え
が
彼
の

時
代
の
前
後
に
お
い
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
念
に
合
致
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

（
22
） D

e civ. D
ei, B

ook X
X

, ch.9.
﹇
服
部
英
次
郎
・
藤
本
雄
三
訳
『
神
の
国
』（
五
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
一
五
六
―
一
五
七
頁
参
照
。﹈

（
23
） T

hom
as A

quinas, T
reatise on G

race, Q
uest.109, A

rt. v.

﹇
稲
垣
良
典
訳
『
神
學
大
全
』
第
一
四
冊
、
Ⅱ
―
1
、
創
文
社
、
一
九
八
九
年
、

八
三
頁
参
照
。﹈

（
24
） 

カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
は
決
し
て
、
救
わ
れ
た
意
志
と
神
の
意
志
と
の
絶
対
的
な
一
致
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
質
的
一
致
を
主

張
し
て
い
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ア
ク
ィ
ナ
ス
は
述
べ
る
。「
習
慣
的
徳
の
賜
物
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
も
は
や
神
的
扶
助
を
必
要
と
し
な
く
な
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ

に
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
か
な
る
被
造
物
も
、
神
か
ら
受
け
た
善
の
う
ち
に
神
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す

る
か
ら
で
あ
る
」。﹇
前
掲
稲
垣
訳
で
は
、
問
題
一
〇
九
第
九
項
の
一
〇
〇
頁
。﹈

し
か
し
彼
は
言
う
。
救
わ
れ
た
状
態
に
お
い
て
は
、「
人
は
、
理
性
に
根
ざ
す
、
す
べ
て
の
大
罪
を
避
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

人
間
は
、
感
覚
的
部
分
の
よ
り
低
い
欲
求
の
堕
落
の
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
小
罪
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
理
性
は
そ

う
し
た
（
堕
落
し
た
欲
求
の
）
個
々
の
発
動
を
抑
制
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
す
べ
て
の
発
動
を
抑
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
の
中
の
一
つ
に
対
抗
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
間
に
、
お
そ
ら
く
他
の
一
つ
が
生
起
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
」。﹇
同
上
稲
垣
訳
で
は
、

問
題
一
〇
九
第
八
項
の
九
四
―
九
五
頁
。﹈
こ
の
図
式
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
意
志
と
神
の
意
志
と
の
一
致
は
ほ
と
ん
ど
完
全
で
あ
り
、
残
る
唯
一

の
罪
は
、
意
志
と
い
う
水
準
の
下
位
に
あ
る
気
ま
ぐ
れ
な
衝
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
概
念
は
、
聖
書
的
と
い
う
よ
り
は
純
粋
に
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古
典
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、﹇
意
志
と
衝
動
と
い
う
﹈
こ
の
二
つ
の
総
合
は
常
に
、
能
う
限
り
の
完
全
な
調
和
が
と
れ
て
い
る
。
こ

う
し
て
彼
は
、
下
位
の
欲
望
の
脱
線
は
、
神
の
意
志
へ
の
完
全
な
従
属
の
欠
如
に
帰
せ
ら
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
残
余
の
罪

に
つ
い
て
の
解
釈
を
、
純
粋
に
古
典
的
な
意
味
合
い
か
ら
救
い
出
す
。「
人
間
の
理
性
が
神
に
従
属
す
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
な
い
限
り
、
理
性

の
働
き
そ
の
も
の
に
お
い
て
多
く
の
秩
序
の
乱
れ
が
起
る
こ
と
が
帰
結
す
る
の
で
あ
る
」。﹇
同
上
稲
垣
訳
で
は
、
問
題
一
〇
九
第
八
項
の
九
五

頁
。﹈T

reatise on G
race, Q

uest.109, A
rt. ii  

よ
り
。

（
25
） St. B

ernard of C
lairvaux, C

oncerning G
race and Free W

ill, C
h. iii. T

rans. by W
atkins W

illiam
s, SPC

K
.

﹇
梶
山
義
夫
訳
「
恩
恵
と
自

由
意
思
に
つ
い
て
」、『
中
世
思
想
原
典
集
成
10
』、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
、
五
〇
二
―
五
〇
五
頁
参
照
。﹈

（
26
） 

ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
、
法
令xxxii

﹇
原
文
の
注
で
はxxvii 

と
な
っ
て
い
る
﹈。
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
が
、
宗
教
改
革
に
反
対
し
て
自
ら
の
立
場

を
定
め
る
こ
と
に
お
い
て
常
に
誤
っ
て
い
た
と
い
う
印
象
を
造
り
上
げ
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
は
た
び
た
び
、
宗
教
改

革
に
お
け
る
道
徳
的
敗
北
主
義
や
無
律
法
主
義
へ
の
傾
き
に
反
対
し
て
、
恵
み
と
は
正
し
い
者
の
力
で
あ
っ
た
と
し
て
、
恵
み
の
逆
説
の
一
側

面
を
正
し
く
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
法
令 xxi 

は
正
し
く
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
無
律
法
主
義
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。「
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
は
信
頼
す
べ
き
救
い
主
と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
従
う
べ
き
立
法
者
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い

と
言
う
者
は
排
斥
さ
れ
る
」。

法
令 xi 

は
、
恵
み
と
は
赦
し
の
み
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
対
し
て
、
同
様
に
も
っ
と
も
な
反
論
を
し
て
い
る
。「
人
が
義
と
さ
れ
る
の
は
、
キ

リ
ス
ト
の
義
の
転
嫁
ま
た
は
罪
の
赦
し
だ
け
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
聖
霊
に
よ
っ
て
人
の
心
に
注
入
さ
れ
、
そ
こ
に
内
在
す
る
恩
恵
と
愛
は

こ
れ
に
無
関
係
で
あ
る
、
ま
た
は
わ
れ
わ
れ
を
義
と
す
る
恩
恵
は
神
の
好
意
に
す
ぎ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
う
者
は
排
斥
さ
れ
る
」。

（
27
） 

法
令 xviii.

（
28
） Lectures O

n Justification, p.83.  

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
立
場
は
、
決
し
て
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
は
付
け
加
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
神
学
者
に
よ
る
、
恵
み
に
つ
い
て
の
最
高
の
論
考
の
一
つ
に
お
い
て
、

ロ
バ
ー
ト
・
C
・
モ
バ
ー
リ
ー
（R

obert C
. M

oberly

）
は
述
べ
る
。「『
義
認
す
る
』
こ
と
と
『
義
し
い
者
に
す
る
』
こ
と
と
の
間
に
、
ま

た
、
人
間
が
、
神
の
真
理
に
よ
り
義
で
あ
る
と
宣
せ
ら
れ
る
こ
と
と
、
神
の
真
理
に
お
い
て
義
で
あ
る
こ
と
と
の
間
に
原
理
的
区
別
は
な
い
」。

A
tonem

ent and Personality, p.335.  

モ
バ
ー
リ
ー
の
著
作
は
、
恵
み
と
人
格
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
事
な
分
析
で
あ
る
。

（
29
） 

こ
の
称
号
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
か
ら
始
ま
っ
た
。
初
期
の
世
紀
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
人
と
は
聖
霊
の
こ
と
で
あ
り
、
教
皇
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は
ペ
テ
ロ
の
代
理
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

（
30
） 
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
二
章

（
31
） 
ロ
ー
マ
七
・
二
三

（
32
） 

こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
以
下
の
こ
と
が
関
連
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
彼
ら
は
自
ら
の
心
を
神
の
心
と
し
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
こ
の

世
の
す
べ
て
の
国
に
破
滅
が
訪
れ
る
と
い
う
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
印
象
的
な
預
言
が
、「
私
の
群
れ
を
養
わ
ず
、
自
分
自
身
を
養
っ
て
い
る
」
ゆ
え

に
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
牧
者
」
と
い
う
霊
的
指
導
者
た
ち
に
破
滅
が
訪
れ
る
と
い
う
予
言
に
よ
っ
て
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
ゼ
キ
エ
ル

三
四
・
八

（
33
） 

マ
ル
コ
八
・
三
一
―
三
八
参
照
。

（
34
） 

初
期
の
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
こ
の
人
間
の
可
能
性
へ
の
信
頼
を
多
く
の
か
た
ち
で
表
現
し
た
。「
私
は
自
分
自
身
を
造
り
上
げ
た
」
と

ポ
ン
タ
ー
ノ
﹇G

iovanni Pontano, 1429

―1503

﹈
は
言
っ
た
。「
人
間
は
自
ら
意
志
す
る
い
か
な
る
も
の
を
も
造
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
ア
ル

ベ
ル
テ
ィ
﹇Leon B

attista A
lberti, 1404

―1472

﹈
は
宣
言
し
た
。「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
質
は
普
遍
的
で
あ
る
」
と
パ
ル
ミ
エ
リ
﹇M

atteo 

di M
arco Palm

ieri, 1406

―1475

﹈
は
豪
語
す
る
。
そ
し
て
、
フ
ィ
チ
ー
ノ
﹇M

arsilio Ficino, 1433

―1499

﹈
は
、「
人
間
は
い
か
な
る
と
こ

ろ
を
も
探
求
し
、
い
つ
で
も
神
の
ご
と
く
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
信
じ
た
。

人
間
の
力
に
つ
い
て
の
こ
の
主
張
は
、
後
期
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
的
も
し
く
は
明
白
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
恵
み
に

つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
教
理
に
反
対
し
て
そ
れ
を
述
べ
る
必
要
が
も
は
や
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
35
） 

セ
ク
ト
的
キ
リ
ス
ト
教
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
お
い
て
さ
ら
に
十
分
に
考
察
す
る
。


