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39 知恵と恵みと力（歴史の成就）

知
恵
と
恵
み
と
力
（
歴
史
の
成
就
）

『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
二
部
「
人
間
の
運
命
」
第
四
章ラ

イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー

松
本　

周
・
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 IV

: W
isdom

, 

G
race and Pow

er

（T
he Fulfillm

ent of H
istory

）
の
翻
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
、
松
本
周

が
下
訳
を
担
当
し
、
髙
橋
義
文
、
柳
田
洋
夫
、
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
、
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
テ
ク
ス
ト
は

主
と
し
て
日
本
聖
書
協
会
新
共
同
訳
を
用
い
た
。
人
名
表
記
は
原
則
と
し
て
『
キ
リ
ス
ト
教
人
名
辞
典
』（
日
本
基
督
教
団

出
版
局
）
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
﹈

歴
史
へ
の
神
の
関
わ
り
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
永
遠
へ
の
人
間
の
関
わ
り
で
あ
ろ
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
の
す
べ
て
の
面
は
、
人

間
の
自
ら
の
生
に
つ
い
て
真
の
意
味
を
達
成
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
示
し
、
ま
た
人
間
が
そ
れ
を
な
そ
う
と
し
て
実
を
結
ば
な
い
努
力
に

主
と
し
て
由
来
す
る
罪
を
露
わ
に
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
「
知
恵
」
と
「
力
」
の
両
方

が
、
人
間
に
備
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
宣
言
を
も
っ
て
世
界
へ
現
れ
た
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
生
の
真
の
意
味
が
開
示
さ
れ
た
だ
け
で

な
く
、
そ
の
意
味
を
達
成
す
る
手
段
が
備
え
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
）
1
（

。
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
信
仰
者
は
「
真
理
」
だ
け
で
な
く
「
恵
み
」
を

も
見
出
す
）
2
（

。

キ
リ
ス
ト
教
史
全
体
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
こ
れ
ら
二
つ
の
命
題
を
、
一
方
が
他
方
を
否
定
し
な
い
仕
方
で
関
連
づ
け
る
た
め
の
さ
ま

ざ
ま
な
努
力
に
満
ち
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
努
力
は
決
し
て
、
単
に
学
問
的
と
い
う
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
福
音
の
二
つ
の
面
は
、
歴
史
的

現
実
の
二
つ
の
局
面
に
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
強
調
は
、
新
約
聖
書
に
お
け
る
「
恵
み
」
の
語
の
二
重
の
意
味
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
。
恵
み
は
一
方
で
は
、
慈
愛
と
赦
し
を
意
味
す
る
。
神
は
恵
み
に
よ
っ
て
、
人
間
が
完
成
で
き
な
い
こ
と
を
成
し
遂
げ
、
あ
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ら
ゆ
る
人
間
的
達
成
に
お
け
る
罪
深
い
要
素
を
克
服
す
る
。
恵
み
は
人
間
を
超
え
る
神
の
力
で
あ
る
。
他
方
で
、
恵
み
は
人
間
の
中
の
神
の

力
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
自
身
で
は
所
有
し
な
い
手
段
を
得
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
真
に
あ
る
べ
き
も
の
に
な
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
「
聖
霊
」
の
賜
物
と
同
義
で
あ
る
。
聖
霊
は
、
理
想
主
義
的
ま
た
神
秘
主
義
的
な
思
想
に
お
け
る
よ
う
な
、
単
な

る
人
間
の
霊
の
最
高
度
の
発
展
で
は
な
い
。
聖
霊
は
、
人
間
の
精
神
あ
る
い
は
意
識
の
最
も
普
遍
的
ま
た
超
越
的
次
元
と
同
一
で
は
な
い
。

聖
霊
は
人
間
の
中
に
内
在
す
る
神
の
霊
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
内
在
す
る
霊
は
決
し
て
、
人
間
の
自
己
の
破
壊
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
人
間
の
自
己
と
聖
霊
と
の
間
に
あ
る
程
度
の
両
立
性
と
連
続
性
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
聖
霊
は
決
し
て
、
単
な
る
人
間
の
霊
の
拡
張
で
は

な
い
し
、
あ
る
い
は
意
識
の
最
深
ま
た
は
最
高
次
元
に
お
け
る
人
間
の
霊
の
純
粋
性
や
統
一
性
と
同
一
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

「
恵
み
」
と
「
聖
霊
」
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
は
、
成
就
に
つ
い
て
の
神
秘
主
義
的
ま
た
理
想
主
義
的
な
考
え
と
矛
盾

す
る
。

キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
は
、
人
間
自
身
の
も
の
で
は
な
い
手
段
に
よ
っ
て
生
を
成
就
し
完
全
に
す
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
の
で
、
人
間
の
生

と
歴
史
が
自
身
を
完
成
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
罪
は
そ
れ
ら
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
空
虚
な
努
力
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
、
よ
り
根

本
的
な
信
念
と
恵
み
に
よ
る
成
就
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
理
念
と
が
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
人
間
は
信
仰
に
よ
っ

て
の
み
、
自
ら
の
不
完
全
を
超
え
た
完
全
と
、
自
ら
の
罪
を
超
え
た
聖
性
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
命
題
と
一
貫
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
人
間
の
限
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
の
神
の
啓
示
を
覚
知
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
人
間
の
可
能
性
の
限
界
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
な
ら
ば
、
信
仰
に
よ
っ
て
、
人
間
の
限
界
を
超
え
て
神
の
助
け
を
手
に
す
る
こ
と
も
ま
た
で
き
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
の
性
格
に
よ
っ
て
確
か
に
強
め
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
に
よ
れ
ば
、
神
は
人
間
が
あ
こ
が

れ
る
天
上
の
完
成
で
は
な
く
、
愛
と
知
恵
と
力
の
手
段
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
人
間
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
神

の
知
恵
」
の
認
識
と
、
信
仰
に
よ
る
意
味
の
構
造
の
完
成
そ
の
も
の
が
、
そ
こ
に
「
力
」
と
い
う
意
味
を
含
む
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
も

し
わ
れ
わ
れ
が
、
自
身
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
生
の
可
能
性
と
限
界
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
理
解
は
生
の
意
味
を
成
就
す
る
可
能
性
が
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あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
健
全
な
発
展
が
常
に
阻
ま
れ
ま
た
腐
敗
す
る
よ
う
な
、
成
就
の
利
己
的
ま
た
自
己
中
心
的
形
態
を
破

壊
す
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
悔
い
改
め
と
信
仰
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
自
身
の
か
な
た
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
自
己
が
打
ち
砕
か

れ
る
こ
と
と
、
わ
れ
わ
れ
の
了
解
を
超
え
る
真
理
の
理
解
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
充
分
に
論
理
的
で
正
確
に
時
系
列
的
な
説
明
は
な
し
え
な

い
。
も
し
人
間
が
、
人
間
自
身
の
拡
張
以
上
の
存
在
で
あ
る
神
の
真
理
（
そ
れ
は
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
真
理
で
あ
る
が
）
に
つ
い

て
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
人
間
は
早
ま
っ
た
、
そ
し
て
自
己
中
心
的
な
、
ま
た
、
部
分
的
で
不
適
切
な
中
心
を
め
ぐ
る
人
生
の
遂
行
を
悔
い
改

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
同
等
の
説
得
力
を
も
っ
て
、
以
下
の
こ
と
は
主
張
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
主
張
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

悔
い
改
め
な
し
に
は
、
つ
ま
り
自
己
中
心
な
自
己
の
破
壊
な
し
に
は
、
人
間
は
彼
自
身
の
神
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
真
の
神
を
知
る
必
要

を
感
じ
た
り
、
能
力
を
有
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
己
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
自
己
へ
と
入
り
込
ん
で
く

る
の
は
、「
知
恵
」
と
「
力
」
で
あ
り
、
ま
た
、「
真
理
」
と
「
恵
み
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
経
験
に
お
け
る
、
意
志
に
対
す
る
洞
察
の
、
ま

た
、
力
に
対
す
る
知
恵
の
関
係
は
、
あ
ま
り
に
複
雑
で
あ
る
の
で
正
確
な
分
析
は
な
し
え
な
い
。

し
か
し
、
い
か
な
る
「
人
生
の
新
し
さ
」
が
悔
い
改
め
と
信
仰
の
経
験
か
ら
導
か
れ
て
も
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ

る
と
き
、
絶
え
ざ
る
不
完
全
さ
と
、
あ
る
種
の
罪
の
策
略
の
執
拗
さ
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
回
心
に
続
く
平
安
は
決
し
て

純
粋
に
功
績
に
よ
る
満
足
感
で
は
な
い
。
そ
れ
は
常
に
、
部
分
的
に
、
赦
し
を
知
る
こ
と
か
ら
来
る
平
安
で
あ
る
。

Ⅱ　

恵
み
の
聖
書
的
教
理

新
約
聖
書
の
教
理
、
特
に
パ
ウ
ロ
の
説
明
に
目
を
向
け
る
と
き
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
心
の
中
に
お
け

る
罪
の
征
服
と
、
い
か
な
る
人
間
の
心
の
中
に
お
い
て
も
決
し
て
完
全
に
は
克
服
さ
れ
な
い
罪
を
超
え
る
神
の
あ
わ
れ
み
深
い
愛
の
力
と
い
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う
、
恵
み
に
つ
い
て
の
経
験
の
両
面
が
パ
ウ
ロ
の
教
理
に
お
い
て
十
全
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
両
面
の
関
係
は
必

ず
し
も
、
明
確
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
側
面
を
強
調
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
が

そ
れ
ぞ
れ
、
聖
書
の
言
葉
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
支
持
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
パ
ウ
ロ
の
思
想
は
、
恵
み
に
つ
い

て
の
完
全
主
義
者
の
理
論
と
、
そ
れ
に
対
す
る
宗
教
改
革
思
想
の
抗
議
と
の
、
双
方
の
源
泉
と
な
っ
た
）
3
（

。

シ
ュ
ラ
ッ
タ
ー
は
恵
み
に
つ
い
て
、
パ
ウ
ロ
的
経
験
の
二
重
の
面
を
適
切
な
慎
重
さ
と
公
平
さ
を
も
っ
て
記
述
す
る
。「
彼
は
、
自
ら
の

す
べ
て
の
行
為
を
包
含
し
、
認
識
す
る
も
の
と
し
て
、
罪
の
感
覚
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
か
つ
同
じ
意
識
に
お
い
て
彼
は
、

そ
れ
自
身
や
ま
し
い
と
こ
ろ
の
な
い
、
正
し
い
行
動
を
意
識
す
る
完
全
な
る
良
心
を
持
っ
て
い
る
。
彼
の
意
識
の
こ
れ
ら
両
方
の
面
は
、
神

の
赦
し
を
自
覚
す
る
こ
と
と
神
の
恵
み
に
よ
り
授
け
ら
れ
た
義
を
感
じ
る
こ
と
に
根
ざ
し
、
結
合
し
て
い
る
）
4
（

」。

パ
ウ
ロ
書
簡
の
中
に
は
恵
み
の
解
釈
の
一
方
に
傾
く
章
句
も
、
他
方
に
傾
く
章
句
も
あ
る
。
古
い
生
と
新
し
い
生
の
間
の
対
比
は
、
そ
の

両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
）
5
（

よ
う
な
言
い
回
し
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
あ
る
完
全
主
義
者
的
解
釈
に
役
立
つ
主
張
の
す
ぐ
そ
の
後
に
、
そ
う
し
た
説
明
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
禁
止
命
令
が
続
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
も
、
注
意
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
禁
止
命
令
は
実
際
に
は
、
次
の
こ
と
を
宣
言
す
る
。「
あ
な
た
は
、
今

や
罪
が
な
い
。
ゆ
え
に
今
後
は
罪
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
」。
そ
の
勧
告
は
、﹇「
今
や
罪
が
な
い
」
と
い
う
﹈
そ
も
そ
も
の
発
言
が
、
そ
の

明
瞭
な
意
味
と
は
若
干
異
な
る
意
味
合
い
を
帯
び
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
ら
は
実
際
に
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。「
自
己
愛
は
あ
な
た
の

生
に
お
い
て
原
理
的
に
打
ち
破
ら
れ
て
い
る
。
今
や
あ
な
た
の
人
生
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
へ
の
献
身
と
い
う
新
し
い
原
理
が
実

現
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
さ
い
）
6
（

」。
完
全
な
る
聖
性
を
提
示
も
し
く
は
提
案
す
る
は
ず
の
主
張
を
、
す
ぐ
さ
ま
弱
め
る
命
題
は
、
次
の
問
い
を

引
き
起
こ
す
。
パ
ウ
ロ
の
聖
性
の
理
解
は
一
体
、
罪
か
ら
の
完
全
な
自
由
を
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
、
と
。「
肉
的
志
向
」
と
「
霊
的
志
向
」

の
間
に
根
本
的
な
相
違
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
相
違
は
自
己
中
心
の
原
理

0

0

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
生
と
、
献
身
と
神
へ
の
従
順
の
原
理

0

0

に

よ
っ
て
治
め
ら
れ
た
生
と
の
対
照
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
パ
ウ
ロ
が
主
張
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
罪
な
き
者
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へ
の
、
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
と
の
彼
の
禁
止
命
令
は
、
原
理
に
お
い
て
罪
を
破
棄
さ
れ
た
者
が
罪
を
犯
す
可
能
性
を
、
彼
が
理
解
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
7
（

。

こ
の
解
釈
は
、
パ
ウ
ロ
が
完
全
を
否
定
す
る
よ
く
知
ら
れ
た
言
明
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
。「
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
。
何
と
か
し
て
捕
ら
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
す
。
自
分
が
キ
リ

ス
ト
・
イ
エ
ス
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
）
8
（

」。
こ
こ
で
生
の
新
し
さ
は
原
理
的
に
は
恵
み
と
し
て
見
な
さ
れ
、
続
い
て
意
志
と
熱
意

に
よ
っ
て
徐
々
に
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
限
定
は
、
パ
ウ
ロ
思
想
に
お
い
て
、
恵
み
の
一
側
面
か
ら
他
の
側
面
へ
と
強
調
が
移
ろ
う
と
も
、
本
質
的
矛
盾
は
な
い
こ
と
を

き
わ
め
て
明
確
に
し
て
い
る
。
古
い
生
と
新
し
い
生
の
間
の
根
本
的
相
違
の
重
視
は
、
神
の
赦
し
の
確
か
さ
と
し
て
の
「
義
認
」
と
し
て
の

恵
み
に
つ
い
て
の
考
え
と
い
う
、
パ
ウ
ロ
が
第
一
義
的
に
強
調
す
る
は
ず
の
事
柄
と
対
立
し
な
い
。
パ
ウ
ロ
思
想
の
こ
の
面
に
お
い
て
、
完

全
と
い
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
明
確
で
あ
り
、
ま
た
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
の
教
え
が
ま
さ
に
担
っ
て
い
る
の
は
、
わ
れ

わ
れ
自
身
の
義
に
お
い
て
は
平
安
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
魂
が
最
終
的
に
平
安
を
得
ら
れ
る
の
は
、
一
方
で
神
の
赦
し
の
確
か
さ
に

よ
っ
て
、
ま
た
他
方
で
「
信
仰
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
信
仰
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
に
魂
が
原
理
的
に
従
順
で
あ
る
状
態
に
よ
っ
て
と
ら
え

ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
が
、
魂
に
そ
の
義
を
「
転
嫁
す
る
」。
そ
れ
は
「
信
仰
に
よ
る
」
の
で
な
け
れ
ば
実
際
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
）
9
（

。

こ
の
「
義
の
転
嫁
」
の
教
理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
道
徳
主
義
的
解
釈
者
た
ち
に
と
っ
て
は
不
快
な
も
の
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
彼
ら

は
そ
う
し
た
転
嫁
の
非
道
徳
的
性
格
を
問
題
視
す
る
。
し
か
し
善
悪
を
超
え
る
愛
の
か
た
ち
と
し
て
の
赦
し
は
、
純
粋
な
道
徳
主
義
者
に

と
っ
て
は
不
快
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
パ
ウ
ロ
の
教
理
は
、
人
間
の
歴
史
へ
の
神
の
関
係
に
つ
い
て
の
総
体
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的

理
解
を
確
か
に
内
包
し
て
い
る
。
そ
の
教
理
は
善
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
人
間
の
生
に
は
罪
深
い
堕
落
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い

る
。
そ
の
教
理
は
、
人
間
が
罪
を
完
全
に
克
服
し
た
と
断
言
す
る
と
き
、
罪
の
傲
慢
が
最
大
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
（「
行
い
に
よ
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
だ
れ
も
誇
る
こ
と
が
な
い
た
め
で
す
。﹇
エ
フ
ェ
ソ
二
・
九
﹈）。
パ
ウ
ロ
の
教
理
は
神
の
憐
れ
み
を
感
傷
的
に
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受
け
止
め
る
よ
う
な
表
現
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
の
み
、
こ
の
憐
れ
み
は
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み

は
、
信
仰
者
に
と
っ
て
の
規
範
と
し
て
受
容
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
中
に
、
特
に
十
字
架
に
、
神
の
怒
り
を
破
棄
す
る
こ
と
な
く

そ
れ
に
打
ち
勝
つ
神
の
憐
れ
み
の
秘
義
の
啓
示
を
見
い
だ
す
ま
さ
に
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
無
論
こ
の
教
理
は
堕
落
し
た
も
の
に

な
り
が
ち
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
各
時
代
に
お
い
て
数
多
く
堕
落
し
て
き
た
。
そ
れ
は
人
間
を
「
恵
み
が
増
す
よ
う
に
と
、
罪
の
中
に
と

ど
ま
る
」﹇
ロ
ー
マ
六
・
一
﹈
よ
う
に
駆
り
立
て
る
、
自
己
満
足
の
手
段
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
法
的
ま
た
律
法
主
義
的
に
は
、
人
間

の
霊
的
存
在
の
ま
さ
し
く
中
心
に
お
い
て
人
間
を
打
つ
宗
教
的
真
理
を
伝
え
て
い
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
こ
れ
ら
す
べ
て
は
「
信
仰
に
よ
る
義
」
の
理
解
の
深
遠
さ
、
生
の
理
解
と
一
体
の
完
全
な
服
従
、
ま
た
神
と
わ
れ
わ
れ
が
福
音
の
中
に

持
っ
て
い
る
歴
史
を
、
変
え
る
こ
と
は
な
い
。

パ
ウ
ロ
が
保
と
う
と
す
る
恵
み
の
経
験
の
二
つ
の
側
面
の
均
衡
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
主
義
に
対
す
る
彼
の
論
争
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
そ

の
思
想
の
あ
る
部
分
に
お
い
て
若
干
崩
れ
る
危
険
が
あ
る
。
二
つ
の
側
面
と
は
、
人
間
の
生
の
う
ち
に
あ
っ
て
生
の
新
し
さ
を
生
み
出
す
神

の
力
と
、
人
間
を
超
え
た
神
の
慈
愛
に
よ
っ
て
人
間
の
罪
を
破
棄
す
る
神
の
愛
の
力
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
争
に
お
い
て
彼
は
、
罪
の
赦

し
は
特
に
過
去
の
罪
へ
適
用
）
10
（

さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
人
間
を
義
と
し
な
い
律
法
の
「
業
」
を
歴
史
的
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
の
業
と
特
に
同
一

に
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
）
11
（

。

パ
ウ
ロ
が
過
去
の
罪
の
赦
し
を
強
調
し
た
こ
と
が
、
義
認
と
聖
化
の
関
係
に
つ
い
て
の
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
的
解
釈
全
体
の
基
礎
を
な
し
て

い
る
。
そ
こ
で
義
認
は
引
き
続
く
聖
化
の
前
哨
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
両
者
の
複
雑
か
つ
逆
説
的
な
関
係
は
危
う
く
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
損

な
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
己
義
認
の
新
た
な
形
態
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
パ
ウ
ロ
は
自
身
の
思
想
を
そ
の
究
極
的
結
論
ま
で

貫
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
各
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
の
経
験
は
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
赦
し
は

キ
リ
ス
ト
者
の
生
の
始
ま
り
と
同
じ
く
終
わ
り
に
も
必
要
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、「
恵
み
に
よ
る
」
義
に
よ
っ
て
、
フ
ァ

リ
サ
イ
主
義
の
新
し
い
形
態
が
導
か
れ
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
七
章
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
の
深
い
告
白
は
、
義
認
が
回
心
以
前
の
状
態
に
お
け
る
過
去
の
罪
に
の
み
適
用
さ
れ
る

と
い
う
パ
ウ
ロ
思
想
に
つ
い
て
の
解
釈
の
仕
方
に
反
論
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
反
論
は
「
わ
た
し
は
自
分
の

望
む
善
は
行
わ
ず
、
望
ま
な
い
悪
を
行
っ
て
い
る
」﹇
ロ
ー
マ
七
・
一
九
﹈
と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
内
的
緊
張
を
告
白
す
る
人

間
が
、
罪
の
赦
し
は
回
心
前
の
罪
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
信
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
の
信
徒

へ
の
手
紙
七
章
の
言
葉
に
お
い
て
パ
ウ
ロ
が
回
心
後
の
霊
的
状
態
の
説
明
を
意
図
し
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
反

論
は
難
し
い
。
こ
の
告
白
は
純
粋
に
過
去
に
遡
っ
て
の
こ
と
を
意
図
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
贖
わ
れ
た
者
さ
え
も
経
験
す
る
葛
藤
を
示
す
こ

と
を
意
味
し
た
の
か
ど
う
か
は
、
釈
義
的
問
題
で
あ
り
、
そ
の
答
え
は
問
題
に
先
立
つ
教
理
的
前
提
い
か
ん
で
あ
る
。
扱
わ
れ
て
い
る
問
題

に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
自
身
の
教
理
的
前
提
に
つ
い
て
言
え
ば
、
パ
ウ
ロ
が
回
心
前
の
状
態
に
告
白
を
限
定
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
は
信

じ
が
た
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
記
録
は
、
現
実
の
人
間
は
こ
の
章
で
雄
弁
に
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
内
的
矛
盾
か
ら
決
し
て
完
全
に

自
由
に
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

パ
ウ
ロ
が
、
義
と
さ
れ
え
な
い
「
律
法
の
行
い
」
を
単
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
に
の
み
限
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恵
み
の
義
が
よ
り
完
全
な

律
法
す
な
わ
ち
愛
の
律
法
を
成
就
し
た
と
い
う
解
釈
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
関
連
す
る
章
句
に
お
け
る
対
比
が
「
律
法
」

と
「
信
仰
」
の
間
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
パ
ウ
ロ
が
、
律
法
は
い
か
な
る
人
間
も
そ
れ
を
成
就
し
な
い
の
で
、
そ
れ

自
体
が
呪
い
で
あ
る
と
い
う
考
え
や
、「
律
法
の
行
い
」
は
い
か
な
る
人
間
も
達
成
で
き
な
い
完
全
を
装
う
の
で
錯
覚
の
源
で
あ
る
と
い
う

考
え
を
展
開
す
る
と
き
、
と
り
わ
け
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
主
義
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
け
れ
ど
も
パ
ウ
ロ
の
思
想
に
お
い
て
、
律

法
主
義
的
義
に
つ
い
て
の
非
難
が
、
明
確
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
へ
の
み
適
用
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
な
い
。
パ
ウ
ロ
自
身
が
ユ

ダ
ヤ
教
の
律
法
と
道
徳
伝
統
を
超
え
て
律
法
の
原
理
全
体
を
拡
大
し
、
ま
た
「
た
と
え
律
法
を
持
た
な
い
異
邦
人
も
、
律
法
の
命
じ
る
と
こ

ろ
を
自
然
に
行
え
ば
、
律
法
を
持
た
な
く
と
も
、
自
分
自
身
が
律
法
な
の
で
す
）
12
（

」
と
主
張
し
て
い
る
。

伝
統
的
律
法
よ
り
高
次
の
律
法
が
「
福
音
」
の
中
に
含
ま
れ
る
の
は
当
然
の
真
理
で
あ
る
。
新
約
聖
書
は
律
法
に
批
判
的
で
あ
る
。
と
い
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う
の
は
、
律
法
は
、
そ
れ
自
体
の
要
求
を
成
就
す
る
手
段
を
備
え
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
律
法
の
要
求
は
、
い
か
な
る
所
与
の
状
況
に
お
い

て
も
善
の
可
能
性
を
生
か
し
き
る
ほ
ど
に
高
度
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
可
能
性
は
あ
ら
ゆ
る
律
法
を
超
え
か
つ
成
就
す

る
愛
の
律
法
に
お
い
て
の
み
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
パ
ウ
ロ
の
批
判
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
律
法
の
行
い
を
彼

が
批
判
す
る
際
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
律
法
を
保
持
す
る
こ
と
は
人
間
に
徳
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
感
覚
を
も
た
ら
し
、
律
法

に
お
い
て
正
し
い
と
さ
れ
る
も
の
も
正
し
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
曖
昧
に
す
る
ゆ
え
に
、
伝
統
的
律
法
へ
の
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
う
る
。

パ
ウ
ロ
の
思
想
を
概
観
す
る
と
、
彼
が
恵
み
の
教
理
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
こ
と
に
い
か
な
る
矛
盾
も
な
い
と
の
結
論
へ
導
か
れ
る
は

ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
決
定
的
な
矛
盾
は
な
い
。
逆
に
、
人
間
の
霊
的
生
の
複
雑
さ
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
が
あ
る
。
そ
れ
は
原
理
に
お

い
て
自
己
愛
を
砕
か
れ
た
者
に
と
っ
て
の
「
愛
と
喜
び
と
平
和
」
に
お
け
る
生
の
真
の
新
し
さ
の
可
能
性
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
正
し
さ
の
新
た
な
次
元
で
さ
え
も
罪
の
可
能
性
を
伴
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ⅲ　

人
間
の
中
の
力
と
し
て
の
、
ま
た
人
間
に
向
け
ら
れ
た
慈
愛
と
し
て
の
恵
み

聖
書
の
思
想
に
お
け
る
力
と
し
て
の
恵
み
と
赦
し
と
し
て
の
恵
み
の
関
係
の
分
析
が
、
聖
書
的
教
理
の
本
質
的
一
貫
性
を
証
明
す
る
と
し

て
も
、
そ
の
教
理
の
妥
当
性
を
現
代
人
に
納
得
さ
せ
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
本
性
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
近
代
的
理
論
は
、
キ
リ

ス
ト
教
的
、
半
キ
リ
ス
ト
教
的
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
の
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
と
、
道
徳
問
題
に
つ
い
て
の
い
っ
そ
う
単
純
な
解
答
に
達
し
た
。

こ
れ
ら
の
単
純
な
解
答
は
概
し
て
、
肉
体
の
よ
り
狭
い
衝
動
に
対
し
て
、
精
神
と
理
性
の
力
と
領
域
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
、
一
つ
の
方
略

に
包
含
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
聖
書
の
教
理
の
妥
当
性
を
確
立
す
る
た
め
に
、
経
験
の
諸
現
実
に
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
非
常
に
包
括
的
で
深
遠
な
パ
ウ
ロ
書
簡
の
章
句
「
わ
た
し
は
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
生
き
て

い
る
の
は
、
も
は
や
わ
た
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
の
内
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
わ
た
し
が
今
、
肉
に
お
い
て
生

き
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
を
愛
し
、
わ
た
し
の
た
め
に
身
を
献
げ
ら
れ
た
神
の
子
に
対
す
る
信
仰
に
よ
る
も
の
で
す
）
13
（

」
を
、
人
間
の
道
徳
的

ま
た
霊
的
経
験
へ
適
用
す
る
こ
と
か
ら
、
最
も
よ
く
な
さ
れ
う
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
る
過
程
に
つ
い
て
の
パ
ウ
ロ
の
記
述
の
意
味
を
順
を
追
っ
て
考
察
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

1
．「
わ
た
し
は
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
」

パ
ウ
ロ
が
、
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
の
象
徴
に
お
い
て
、
古
い
生
の
破
棄
と
新
し
い
生
の
誕
生
を
説
明
す
る
の
を
好
む
こ
と
は
、
先
に
言

及
し
た
。
彼
の
解
釈
の
最
初
の
主
張
は
、
古
い
、
罪
深
い
自
己
、
そ
れ
自
体
で
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
自
己
は
「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
」
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
は
砕
か
れ
、
打
ち
破
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
己
は
肉
体
の
無
力
に
対
し
、
単
に
精
神
の
領
域
を

拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
救
わ
れ
な
い
。
恵
み
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
教
理
は
、
原
罪
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
教
理
と
並
び
立
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
原
罪
の
教
理
が
人
間
経
験
の
現
実
の
諸
事
実
の
正
確
な
説
明
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
意
味
を
も
つ
。
こ
の
教
理
を

こ
こ
で
再
検
討
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
）
14
（

。
し
か
し
原
罪
の
教
理
の
観
点
か
ら
、
き
わ
め
て
簡
潔
に
人
間
の
状
況
を
再
述
す
る
こ
と
は
助

け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
己
の
窮
状
と
は
、
自
己
が
意
図
す
る
善
を
な
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
15
（

。
つ
ま
り
行
為
す
る
自
己
は
、

自
己
の
内
面
を
見
る
自
己
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
自
己
の
本
質
的
存
在
の
要
求
に
、
そ
の
行
為
を
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
自
己
は
、
自
由
な
存
在
と
し
て
造
ら
れ
た
ゆ
え
に
、
自
己
の
内
部
で
自
己
自
身
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

自
己
は
仲
間
と
の
愛
の
関
係
に
お
い
て
の
み
自
己
自
身
を
実
現
で
き
る
。
愛
は
自
己
の
存
在
の
法
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ

は
常
に
自
己
愛
へ
変
質
す
る
。
自
己
は
中
心
と
し
て
の
自
己
自
身
か
ら
世
界
と
人
間
関
係
を
理
解
す
る
。
自
己
は
、
そ
う
し
よ
う
と
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
、
善
を
行
う
意
志
を
強
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
弱
さ
は
部
分
的
に
は
有
限
性
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
自
然
的
生
存
欲
求
の
伴
う
自
己
の
推
進
力
は
、
自
由
な
霊
と
し
て
の
自
己
が
知
る
責
任
を
履
行
す
る
に
充
分
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の

弱
さ
は
単
に
「
自
然
の
」
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
霊
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
自
己
は
自
己
自
身
を
超
え
る
義
務
へ
の
服
従
を
装
う
こ
と
な

し
に
、
そ
の
「
自
然
的
」
自
己
利
益
に
従
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
自
己
は
、
よ
り
高
尚
な
見
せ
か
け
に
お
い
て
自
ら
の
利
害
関
心
を
偽
装

せ
ず
に
、
そ
れ
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
自
己
自
身
の
利
益
を
超
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
己
自
身
へ
の
過
度
の
没
頭
に
常
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
る
隠
さ
れ
た
不
誠
実
で
あ
り
、
霊
的
混
乱
で
あ
る
）
16
（

。

自
己
自
身
へ
の
執
着
の
状
態
に
お
け
る
自
己
は
、「
破
壊
さ
れ
」
ま
た
「
打
ち
砕
か
れ
」、
あ
る
い
は
、
パ
ウ
ロ
の
言
葉
で
は
、「
十
字
架

に
つ
け
ら
れ
」
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
己
は
単
に
啓
蒙
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
救
わ
れ
な
い
。
自
己
と
は
ひ
と
つ
の
統
一
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
、
単
に
自
己
自
身
を
超
え
た
も
の
へ
の
関
心
へ
と
見
方
を
拡
張
す
る
だ
け
で
は
、
自
己
自
身
か
ら
出
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己

が
自
ら
を
中
心
に
お
い
た
ま
ま
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
は
た
だ
、
多
く
の
生
と
利
害
関
心
を
そ
の
権
力
意
志
の
支
配
下
に
置
く
た
め
に
、
拡

張
し
た
見
方
を
用
い
る
だ
け
で
あ
る
。
自
己
存
在
の
ま
さ
に
中
心
に
お
い
て
砕
か
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
回
心
の
転
機
に
追
い

込
も
う
と
す
る
伝
道
的
な
セ
ク
ト
の
方
策
に
永
続
的
な
妥
当
性
を
与
え
て
い
る
）
17
（

。
自
己
が
神
の
力
と
聖
性
に
直
面
し
、
す
べ
て
の
生
の
真
実

の
源
と
中
心
に
つ
い
て
ほ
ん
と
う
に
気
づ
く
と
き
は
い
つ
で
も
、
自
己
は
砕
か
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
は
、
神
と
自

己
と
の
対
面
を
仲
介
す
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
生
が
決
し
て
失
っ
て
は
い
な
い
、
神
に
つ
い
て
の
漠
然
と
し
た
感
覚
が
、
神
の
慈
愛
と
審
き

の
啓
示
へ
と
具
体
化
す
る
の
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
啓
示
に
お
い
て
審
き
の
恐
れ
と
慈
愛
の
希
望
が
一
つ
と
さ
れ
て

い
る
の
で
、
絶
望
が
悔
い
改
め
を
、
悔
い
改
め
が
希
望
を
導
く
の
で
あ
る
）
18
（

。



50

2
．「
そ
れ
で
も
な
お
私
は
生
き
て
い
ま
す
」

新
し
い
生
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
経
験
は
、
新
し
い
自
己
の
経
験
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
新
し
い
自
己
は
真
の
自
己
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
自
己
中
心
性
の
悪
循
環
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
不
完
全
な
関
心
や
価
値
を
超
え
る
自
己
の
自
由
を
真

に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
神
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
神
へ
の
忠
誠
と
神
の
愛
に
大
き
く
方
向
づ
け
ら
れ
て
、
自
己
は
、
他
者
の
内
に

あ
っ
て
、
他
者
に
対
し
て
生
き
る
。
こ
の
新
し
い
自
己
こ
そ
真
の
自
己
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
自
己
は
無
限
に
自
己
超
越
的
で
あ
り
、
ま

た
、
自
己
の
関
心
を
め
ぐ
っ
て
の
未
熟
な
自
己
の
中
心
化
は
ど
れ
も
、
個
人
的
で
あ
ろ
う
が
集
団
的
で
あ
ろ
う
が
、
自
己
の
自
由
を
損
な
い

堕
落
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
己
の
再
構
築
の
可
能
性
は
、
自
己
自
身
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
の
「
力
」
と
「
恵
み
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
自
己
の
窮
状
に
つ
い
て
正
確
に
分
析
し
た
と
き
、
そ
れ
が
知
の
欠
如
で
あ
る
よ
り
も
、
無
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
現
代
的
な
知
に
よ
る
救
済
と
い
う
見
方
は
（
古
代
世
界
に
お
け
る
グ
ノ
ー
シ
ス
的
救
済

の
道
と
と
も
に
）、
肉
体
か
ら
精
神
を
、
ま
た
自
然
か
ら
霊
を
分
離
す
る
、
人
間
の
人
格
に
つ
い
て
の
二
元
論
的
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
的
ま
た
合
理
的
な
過
程
に
お
け
る
自
己
の
統
一
性
を
曖
昧
に
す
る
。
こ
の
二
元
論
の
は
び
こ
る
と
こ
ろ
で
は
ど

こ
で
も
、「
霊
」
が
活
力
を
奪
わ
れ
、
ま
た
肉
体
的
生
か
ら
霊
的
な
も
の
が
奪
わ
れ
る
。

「
そ
れ
で
も
な
お
私
は
生
き
て
い
ま
す
」
と
の
主
張
は
、
救
済
に
つ
い
て
の
以
下
の
二
つ
の
ど
ち
ら
の
見
方
を
選
び
取
る
か
と
い
う
こ
と

に
反
論
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
、「
聖
霊
」
で
は
な
い
「
力
」
と
し
て
の
「
霊
」
に
自
己
が
侵
さ
れ
て
い
る
ゆ

え
に
、
そ
れ
が
自
己
を
破
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
自
己
の
霊
が
、
す
べ
て
の
力
ま
た
究
極
的
に
は
自
己
そ
れ

自
身
が
失
わ
れ
る
ま
で
に
、
そ
の
最
も
普
遍
的
か
つ
抽
象
的
形
態
へ
と
自
身
を
拡
張
し
よ
う
と
努
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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自
己
が
「
聖
霊
」
よ
り
低
次
の
何
も
の
か
に
取
り
つ
か
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
力
と
霊
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
が
部
分

的
に
は
満
た
さ
れ
る
が
、
部
分
的
に
は
破
壊
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
力
と
霊
は
、
経
験
的
現
実
に
お
け
る
自
己

よ
り
は
大
き
い
が
、
そ
の
究
極
的
自
由
に
お
け
る
自
己
を
充
分
に
生
か
す
に
は
至
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
霊
は
最
も
簡
単
に
「
悪
霊
的
」
と

定
義
で
き
る
。
そ
の
最
も
特
徴
的
で
現
代
的
な
形
態
は
、
人
種
や
民
族
が
神
の
位
置
を
装
い
、
無
条
件
な
献
身
を
要
求
す
る
、
宗
教
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
で
な
い
も
の
に
対
す
る
絶
対
的
要
求
に
よ
っ
て
、
取
り
つ
い
て
い
る
霊
が
「
悪
霊
的
」
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
ち
ょ
う
ど
悪
魔
が
、
神
の
位
置
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
「
堕
落
」
し
た
よ
う
に
、
神
性
を
装
う
こ
と
が
悪
魔
の
本
性

だ
か
ら
で
あ
る
）
19
（

。
聖
霊
で
は
な
い
霊
の
自
己
へ
の
侵
入
と
占
有
は
、
あ
る
誤
っ
た
変
容
の
感
覚
を
生
み
出
す
。
今
や
自
己
は
、
も
は
や
小
さ

く
狭
い
自
己
で
は
な
く
、
人
種
あ
る
い
は
民
族
と
い
う
、
い
っ
そ
う
大
き
な
集
団
的
自
己
で
あ
る
。
し
か
し
真
実
の
自
己
は
破
壊
さ
れ
る
。

真
実
の
自
己
は
、
人
種
や
民
族
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
人
間
の
歴
史
の
地
上
の
集
合
的
要
素
よ
り
も
永
遠
に
い
っ
そ
う
接
近
す

る
、
霊
的
自
由
の
高
み
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
悪
霊
的
な
占
有
は
実
際
の
自
己
を
破
壊
し
鈍
ら
せ
、
自
然
の
次
元
へ
と
引

き
降
ろ
し
て
し
ま
う
）
20
（

。

現
代
の
悪
霊
的
占
有
の
も
た
ら
す
も
の
が
、
と
り
わ
け
政
治
生
活
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
、
人
間

の
生
が
実
際
に
は
精
神
だ
け
で
な
く
力
に
服
し
て
い
る
と
証
明
す
る
の
に
役
立
つ
手
本
で
あ
る
。
現
代
の
政
治
的
諸
宗
教
が
人
を
引
き
つ
け

た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
主
義
的
な
文
化
が
活
力
を
奪
わ
れ
ま
た
「
合
理
化
」
さ
れ
、
救
済
あ
る
い
は
生
の
成
就
が
、
た
ん
に
精
神
の
拡

張
に
す
ぎ
な
い
と
広
く
見
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
ゆ
え
で
も
あ
る
。
人
間
は
自
分
自
身
を
所
有
し
て
い
る
と
確
か
に
感
じ
た
。
そ
し
て
自
己
所

有
と
い
う
自
己
満
足
に
お
い
て
、
自
己
の
領
域
を
拡
張
し
、
さ
ら
に
包
括
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
自

己
を
所
有
す
る
自
己
が
、
自
己
自
身
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
人
間
は
、
も
し
自
己
所
有
と
い
う
牢
獄
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
﹇
他
か
ら
﹈
占
有
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
自
己
超
越
の
試
み
が
繰
り
返
し
堕
落
す
る
と
い
う

事
実
は
、
自
己
の
自
己
所
有
に
お
い
て
は
決
し
て
実
現
さ
れ
な
い
自
由
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
自
己
所
有
は
、
自
己
中
心
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性
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
は
自
身
を
超
え
た
も
の
か
ら
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
も
し
取
り
つ
く
霊
が
「
聖
霊
」
よ
り
低
い
何
も
の
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
自
己
所
有
は
破
壊
的
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
そ
の
場
合
、
霊
は
生
と
歴
史
に
お
け
る
あ
る
部
分
的
で
特
殊
な
生
命
力
を
表
す
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
に
所
有
さ
れ
る
こ
と
の
結
果
と
し
て

の
無
条
件
の
献
身
に
値
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
が
霊
の
聖
性
の
基
準
で
あ
る
）
21
（

。
キ
リ
ス
ト
が
聖
性

の
基
準
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
方
で
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
が
神
の
歴
史
的
焦
点
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
神
の
秘
義
が
、

有
限
性
に
巻
き
込
ま
れ
永
遠
を
理
解
で
き
な
い
人
間
本
性
に
、
道
徳
的
ま
た
社
会
的
に
関
連
す
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
キ

リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
の
独
特
な
性
格
が
あ
る
。
神
の
啓
示
は
、
歴
史
に
お
い
て
神
的
で
永
遠
な
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ

は
、
特
殊
な
あ
る
い
は
部
分
的
な
力
や
、
歴
史
の
価
値
あ
る
い
は
生
命
力
に
対
し
て
、
そ
の
有
限
性
と
不
完
全
性
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
尊

厳
や
勝
利
を
与
え
る
こ
と
な
く
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
は
霊
の
聖
性
の
基
準
で
あ
り
、
ま
た
神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も

の
の
間
の
関
連
性
を
象
徴
す
る
基
準
で
も
あ
る
。

「
そ
れ
で
も
な
お
私
は
生
き
て
い
ま
す
」
と
の
パ
ウ
ロ
の
言
葉
は
、
実
際
は
悪
霊
が
取
り
つ
い
て
自
己
が
堕
落
し
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
見

か
け
の
自
己
完
成
に
反
対
し
て
い
る
だ
け
で
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
完
成
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解
と
、
救
い
に
つ
い
て
の
神
秘
主

義
的
教
理
と
の
対
照
を
示
す
。
神
秘
主
義
的
教
理
に
お
い
て
は
、
自
己
の
破
壊
が
究
極
的
到
達
地
点
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
先
に
、
自
然
主

義
的
、
理
想
主
義
的
、
神
秘
主
義
的
な
哲
学
や
宗
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
に
お
け
る
自
己
破
壊
へ
の
傾
向
を
検
討
し
て
き
た
）
22
（

。
こ
こ
で
は
、

自
己
完
成
に
つ
い
て
の
神
秘
主
義
―
理
想
主
義
的
思
考
と
キ
リ
ス
ト
教
的
思
考
と
の
差
異
が
、
キ
リ
ス
ト
教
教
理
に
お
け
る
自
己
の
「
実
存

的
」
性
格
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
強
調
す
れ
ば
事
足
り
る
。
自
己
は
有
限
性
と
自
由
と
の
統
一
で
あ
り
、
自
然
的
過
程

の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
過
程
を
超
え
て
超
越
し
て
い
る
こ
と
と
の
統
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
識
に
お
い
て
で
あ
ろ
う

が
、
理
性
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
が
、
不
安
定
さ
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
贖
罪
を
達
成
で
き
る
よ
う
な
、
あ
る
特
定
の
自
己
の
次
元

な
ど
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
自
己
の
統
一
は
、
そ
の
完
成
の
過
程
に
お
い
て
損
な
わ
れ
な
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い
。
救
い
に
つ
い
て
の
神
秘
主
義
的
教
理
は
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
言
い
換
え
て
「
キ
リ
ス
ト
は
私
の
中
に
復
活
さ
れ
た
。
そ
こ
で
私
は
生
き
る

こ
と
を
止
め
た
」
と
表
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
）
23
（

。
こ
れ
ら
の
教
理
に
よ
れ
ば
、
救
済
の
第
一
段
階
に
お
い
て
、
真
の
自
己
は
脅
か
さ
れ
た

り
、
裁
か
れ
た
り
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
り
、
損
な
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
け
れ
ど
も
自
己
は
最
終
段
階
に
お
い
て
損
な

わ
れ
、
失
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
教
理
に
よ
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
自
己
、
よ
り
具
体
的
に
は
二
つ
の
自
己
が
あ
り
、
一
つ
は
有
限
性
の
中
に
浸
っ

て
お
り
、
他
の
一
つ
は
そ
れ
を
超
越
し
て
い
る
）
24
（

。
し
か
し
そ
の
ど
ち
ら
も
真
の
自
己
で
は
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
教
理
に
よ
れ
ば
、
罪
あ
る
自
己
は
自
己
自
身
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
打
ち
砕
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自
己
は
そ
の

狭
い
関
心
の
外
へ
自
己
自
身
を
引
き
上
げ
る
力
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
超
越
的
力
は
密
接
か
つ
有
機
的
に
自
己
の
有
限
性
へ
関

連
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
己
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己
は
こ
の
状
況
で
、
解
放
を
装
う
よ
う
そ
そ
の
か
さ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
偽
装
は
自
己
の
罪
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
罪
あ
る
自
己
が
砕
か
れ
、
ま
た
真
の
自
己
が
自
己
自
身
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
完
成
さ
れ
る

と
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
破
壊
で
は
な
く
新
し
い
生
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
教
理
に
お
け
る
自
己
は
、

他
の
諸
教
理
に
お
け
る
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
無
力
で
あ
り
な
が
ら
尊
く
、
ま
た
、
い
っ
そ
う
依
存
的
で
あ
り
な
が
ら
破
壊
し
が
た
い
の
で
あ

る
）
25
（

。
3
．「
も
は
や
わ
た
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
の
内
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
」

パ
ウ
ロ
の
言
葉
の
最
後
は
、
悔
い
改
め
と
「
否
定
の
否
定
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
「
自
己
実
現
」
と
の
経
験
に
お
け
る
、
自
己
の

再
構
築
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
自
己
が
破
壊
さ
れ
た
と
い
う
否
定
は
今
や
、
も
う
一
つ
の
次
元
の
も
う
一
つ
の
否
定
の
も
と
に
置
か
れ

る
か
ら
で
あ
る
。「
も
は
や
わ
た
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
の
内
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
」
と
い
う
最
後
の
否
定
に

よ
っ
て
、
パ
ウ
ロ
は
実
の
と
こ
ろ
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



54

自
己
と
キ
リ
ス
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
パ
ウ
ロ
の
最
終
的
解
釈
に
は
両
義
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
者
が
経
験
す
る
恵
み
の

二
つ
の
面
の
表
現
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
キ
リ
ス
ト
者
が
関
心
を
持
っ
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。「
も
は
や
わ
た
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
は
、「
先
行
す
る
恵
み
」
の
み
を
語
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
新
し
い
生
は
、
自
ら
の
力

や
意
志
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
力
が
付
与
さ
れ
恵
み
が
注
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
実
り
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
悔
い
改
め
た
自
己
に
よ

る
告
白
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
新
し
い
自
己
が
現
実
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
も
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
具
体
性
の
中
に
罪
あ
る
自
己
実
現
、
あ
る
い
は
自
己
自
身
を
中
心
に
し
た
未
熟
な
完
成
の
要
素
が

あ
り
、
し
た
が
っ
て
新
し
い
自
己
は
現
実
に
お
け
る
完
成
で
あ
る
よ
り
は
、
意
図
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
﹇C

hrist of intention

﹈
で
あ
る
。

そ
れ
は
信
仰
の
み
に
よ
る
自
己
な
の
で
あ
る
。
自
己
の
主
要
な
目
的
と
意
図
が
規
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
道
標
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恵
み
の
み
に
よ
る
自
己
な
の
で
あ
る
。
神
の
憐
み
が
キ
リ
ス
ト
の
完
全
を
「
転
嫁

し
」、
完
成
に
向
か
う
自
己
の
意
図
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。

二
重
の
否
定
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
主
張
の
ど
ち
ら
か
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
ぜ
、
そ
れ
は
両
方
を
意
味
し
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
恵
み
の
こ
れ
ら
二
つ
の
面
は
い
つ
で
も
、
霊
的
生
活
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
強
調
の
度
合
い
に
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
は
、
パ
ウ
ロ
の
思
想
に
根
本
的
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
愛
、
喜
び
、
平
和
」
と
い
う
最
終
的
な
経
験
に
お
い

て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
自
身
で
は
所
有
し
え
な
か
っ
た
何
か
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
意
識
と
、
最
終
的
に
そ
れ
を
所
有
し
て
い
な
い
が
信

仰
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
区
別
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
経
験
が
証
明
す
る
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
両
方
の
主
張
が
パ
ウ
ロ
の
「
否
定
の
否
定
」
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
仮
定
に
取
り
か
か
り
、
順
に
そ
れ
ら
を
詳
し
く
観

察
し
た
い
。
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a
．
わ
れ
わ
れ
自
身
の
も
の
で
な
い
力
と
し
て
の
恵
み

罪
あ
る
自
己
愛
の
力
が
深
刻
に
理
解
さ
れ
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
自
己
か
ら
の
解
放
の
経
験
に
、
感
謝
の
感
覚
が
伴
う
。
こ
れ
は
、
自
己

に
よ
っ
て
は
獲
得
し
え
な
か
っ
た
奇
跡
だ
と
感
じ
ら
れ
る
）
26
（

。
自
己
は
罪
の
「
無
価
値
な
思
い
」﹇
ロ
ー
マ
一
・
二
八
﹈
に
よ
っ
て
全
く
自
身
の

囚
人
で
あ
っ
た
の
で
、
自
分
自
身
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
偽
り
の
真
実
の
悪
循
環
を
打
ち
破
る
神
の
真
理
が
、
誤
っ
た
中
心

と
し
て
の
自
己
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
真
理
が
「
恵
み
」
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
、
信
仰
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
ま
で

は
、
自
己
中
心
的
な
自
己
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
愚
か
さ
」
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
自
己
中
心
を
打
ち

破
る
力
も
ま
た
、
自
己
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
の
力
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
力
が
新
た
な
る
意
志
の
中
に
具
現

化
さ
れ
る
時
で
さ
え
も
、
そ
の
源
泉
は
「
わ
た
し
は
、
も
は
や
わ
た
し
で
は
な
い
」
と
い
う
告
白
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
告
白
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
難
し
い
問
題
に
直
面
す
る
。
も
し
た
だ
神
の
恵
み
の
み
が
新
た
な
る
生
の
源
泉
で
あ
る
な
ら

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
神
に
よ
る
決
定
論
と
い
う
教
理
を
受
け
容
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
人
間
の
責
任
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る

感
覚
を
危
う
く
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
が
宗
教
改
革
の
神
学
、
と
り
わ
け
予
定
説
の
教
理
に
お
い
て
広
ま
っ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン

的
神
学
の
危
険
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
傾
向
は
、
バ
ル
ト
の
現
代
的
で
根
本
的
な
宗
教
改
革
の
思
想
に
お
い
て
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
教
理
が
あ
る
聖
書
的
根
拠
を
持
つ
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
パ
ウ
ロ
は
時
お
り
、
神
の
慈
愛
の
ほ
と
ん
ど
気
ま
ぐ
れ
な
性
格
を
躊
躇
な
く

認
め
る
）
27
（

。

こ
う
し
た
神
に
よ
る
決
定
論
と
い
う
理
解
か
ら
、
道
徳
的
無
責
任
と
い
う
結
果
が
生
じ
う
る
こ
と
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
が
認
め

た
一
つ
の
例
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
彼
は
、
あ
る
修
道
僧
の
集
団
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
敬
虔
さ
が
道
徳
的
怠
惰
へ

と
堕
落
し
て
い
る
こ
と
を
叱
責
さ
れ
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
な
ぜ
あ
な
た
は
わ
た
し
た
ち
の
務
め
に
つ
い
て
説
き
、
そ
れ
ら
を

達
成
す
る
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
へ
訓
戒
す
る
の
か
、
わ
た
し
た
ち
が
行
う
の
で
な
く
、
わ
た
し
た
ち
の
内
に
働
い
て
、
御
心
の
ま
ま
に
望
ま
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せ
、
行
わ
せ
て
お
ら
れ
る
の
は
神
で
は
な
い
か
。
…
…
上
長
は
、
私
た
ち
の
務
め
へ
の
指
示
を
果
た
し
て
く
だ
さ
い
…
…
し
か
し
私
た
ち
が

失
敗
し
た
と
き
非
難
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
神
は
見
通
し
、
私
た
ち
が
よ
り
善
く
あ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
神
は
私
た
ち
に
恵
み
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
）
28
（

」。

こ
れ
ら
の
修
道
僧
た
ち
の
道
徳
的
ま
た
霊
的
無
責
任
は
、
救
い
に
つ
い
て
の
あ
ま
り
に
も
決
定
論
的
な
理
解
か
ら
生
ま
れ
る
霊
的
生
活
に

常
に
つ
き
ま
と
う
危
険
の
一
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、
自
分
た
ち
自
身
の
予
定
説
の
教
理
が
否
定
し
た
と
こ
ろ
の
、
責
任
に
つ
い
て
の
感
覚
を

獲
得
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
も
実
際
に
は
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
く
の
が
公
平
な
こ
と
で
あ
る
が
。

そ
の
修
道
僧
た
ち
が
部
分
的
に
利
用
し
た
パ
ウ
ロ
の
言
葉
の
そ
の
全
体
に
は
、
恵
み
と
自
由
意
志
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
よ
り
逆
説
的
な

見
解
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
パ
ウ
ロ
は
言
う
。「
だ
か
ら
、
わ
た
し
の
愛
す
る
人
た
ち
、
い
つ
も

従
順
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
が
共
に
い
る
と
き
だ
け
で
な
く
、
い
な
い
今
は
な
お
さ
ら
従
順
で
い
て
、
恐
れ
お
の
の
き
つ
つ
自
分
の

0

0

0

救

い
を
達
成
す
る
よ
う
に
努
め
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
の
内
に
働
い
て
、
御
心
の
ま
ま
に
望
ま
せ
、
行
わ
せ
て
お
ら
れ
る
の
は
神

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
か
ら

で
す
）
29
（

」。
人
間
の
自
由
と
責
任
に
関
係
す
る
神
の
恵
み
に
つ
い
て
の
こ
の
見
解
は
、
回
心
に
つ
い
て
の
単
な
る
決
定
論
的
解
釈
あ
る
い
は
単

な
る
道
徳
主
義
的
解
釈
の
い
ず
れ
よ
り
も
、
複
雑
な
事
実
を
正
し
く
認
め
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
）
30
（

、
い
か
な
る
罪
あ
る
自
己
中
心
性
も
人
間
の
自
由
と
自
己
超
越
の
構
造
を
破
壊
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
と

す
れ
ば
、
人
間
の
心
理
（psyche

）
の
性
向
と
構
造
そ
の
も
の
に
よ
る
、
罪
の
利
己
主
義
の
策
略
に
抗
す
る
、
あ
る
内
的
な
証
示
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
有
限
な
精
神
は
自
身
の
有
限
性
に
つ
い
て
あ
る
程
度
理
解
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
、「
自
己
自
身
と
そ
の
自
己
」（
ル

タ
ー
）
に
関
し
て
自
己
の
生
を
完
成
し
よ
う
と
す
る
罪
あ
る
努
力
に
対
す
る
不
安
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
、
恵
み
と
、
魂
の

本
性
的
性
質
と
の
間
の
「
結
合
点
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ル
タ
ー
で
さ
え
も
そ
の
全
的
堕
落
の
教
理
に
も
か
か
わ
ら
ず
認
め
、
カ
ー
ル
・
バ
ル

ト
が
必
死
に
否
定
し
よ
う
と
努
力
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
合
点
が
あ
る
限
り
、
人
間
の
中
に
、
訴
え
か
け
る
こ
と
が
可
能
な
何

か
が
あ
る
。
た
と
え
、
罪
あ
る
自
己
の
確
か
さ
を
揺
さ
ぶ
る
出
来
事
あ
る
い
は
訴
え
か
け
に
よ
っ
て
、
人
間
は
悔
い
改
め
よ
り
も
失
望
へ
と
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追
い
や
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
恵
み
と
自
由
意
志
の
双
方
を
正
し
く
取
り
扱
う
よ
う
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
が
懸
命
に
努
力
し
た
こ
と
は
、
悔
い
改
め
ま
た
は

信
仰
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
行
い
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
責
任
を
否
定
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
神
学
ま
た
宗
教
改
革
の
神
学
に

お
け
る
傾
向
よ
り
も
的
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
両
者
の
関
係
を
、
よ
く
知
ら
れ
た
太
陽
の
光
と
眼
の
視
覚
と
の

た
と
え
に
お
い
て
示
し
て
い
る
。
恵
み
は
太
陽
か
ら
の
光
に
た
と
え
ら
れ
る
。
光
な
し
に
は
人
は
何
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
こ

の
た
と
え
に
お
い
て
人
間
の
行
い
の
必
要
性
と
可
能
性
が
表
現
さ
れ
る
。「
太
陽
の
光
か
ら
自
ら
の
眼
を
そ
む
け
て
い
る
者
が
、
そ
の
眼
を

太
陽
へ
と
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
陽
の
光
を
受
け
い
れ
る
こ
と
へ
と
自
ら
を
準
備
す
る
）
31
（

」。

こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
神
人
協
力
説
」
の
弱
点
は
、
人
間
の
行
い
ま
た
責
任
と
神
の
恵
み
と
の
境
界
を
、
あ
ま
り
に
も
は
っ
き
り
ま
た
厳

密
に
決
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
過
度
に
同
次
元
に
置
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
最
終
的
神
秘
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る

ト
マ
ス
主
義
的
解
釈
に
付
随
す
る
弱
さ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
回
心
の
経
験
の
深
み
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
実
際
の
状
況
は
、
両

方
の
主
張
――
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
の
み
が
、
罪
あ
る
自
己
を
破
り
ま
た
再
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
自
己
が
「
ド

ア
を
開
く
」
こ
と
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
――
が
等
し
く
真
実
で
あ
り
、
ま
た
双
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元

に
お
い
て
無
条
件
に
真
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
も
し
そ
れ
が
他
方
と
関
連
す
る
こ
と
な
し
に
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
の
主
張
も
誤
り
と

な
る
。

自
己
を
め
ぐ
る
状
況
を
概
観
す
る
と
き
、
罪
深
い
自
己
と
い
う
段
階
に
お
い
て
す
で
に
、
自
己
愛
と
い
う
も
の
の
不
適
切
な
性
質
を
意
識

す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
こ
と
へ
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
自
己
が
「
信
仰
に
よ
っ
て
」

自
己
自
身
を
超
え
て
立
つ
と
き
、
自
己
が
な
し
た
こ
と
、
ま
た
は
、
な
し
う
る
い
か
な
る
こ
と
も
、
恵
み
の
奇
跡
に
よ
ら
な
い
も
の
は
な
い

と
い
う
事
実
を
自
己
は
意
識
す
る
。
自
己
は
、
こ
の
痛
ま
し
い
出
来
事
、
ま
た
は
他
者
の
生
へ
向
か
う
あ
の
衝
動
、
あ
る
い
は
福
音
か
ら
の

こ
の
真
理
の
言
葉
が
、
ど
う
し
て
古
き
自
己
信
頼
を
打
ち
砕
き
、
悔
い
改
め
と
再
構
築
を
可
能
に
す
る
の
か
説
明
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
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視
野
か
ら
、
す
べ
て
は
恵
み
の
奇
跡
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
生
の
か
た
ち
が
「
い
っ
た
い
あ
な
た
の
持
っ
て
い
る
も
の
で
、
い
た

だ
か
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
」﹇
Ⅰ
コ
リ
四
・
七
﹈
と
の
問
い
を
正
し
い
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

信
仰
に
よ
る
こ
の
状
況
の
理
解
が
不
鮮
明
に
な
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
同
じ
次
元
に
あ
る
救
い
の
二
つ
の
要
因
の
微
妙
な
均
衡
が
た
や
す

く
、
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
常
に
壊
れ
て
、
新
た
な
自
己
義
認
の
か
た
ち
へ
と
至
る
。
し
た
が
っ
て
神
学
者
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス

は
、
彼
の
父
の
キ
リ
ス
ト
教
生
活
に
つ
い
て
、
初
め
は
二
つ
の
要
因
の
良
い
均
衡
を
伴
っ
た
も
の
と
し
て
記
し
た
。「
わ
た
し
は
、
彼
を
召

し
た
恵
み
と
、
彼
の
選
択
と
、
ど
ち
ら
を
い
っ
そ
う
讃
え
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」。
し
か
し
彼
は
最
後
、
父
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に

つ
い
て
、
恵
み
と
、
慈
愛
に
対
す
る
感
謝
が
実
際
に
は
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
分
析
に
至
る
。「
父
は
、
自
ら
の
思
い
に
従
っ
て
信

仰
を
待
ち
望
む
よ
う
な
人
々
に
属
し
て
い
た
。
信
仰
と
い
う
名
は
な
い
が
、
信
仰
そ
れ
自
体
を
所
有
し
て
い
た
。
…
…
彼
は
自
ら
の
徳
に
対

す
る
報
奨
と
し
て
信
仰
そ
れ
自
体
を
受
け
取
っ
た
）
32
（

」。

宗
教
改
革
の
神
学
に
お
け
る
、
恵
み
と
人
間
の
資
質
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
問
題
の
究
極
的
ま
た
宗
教
的
次
元
を
正
し
く
扱
っ

て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
の
自
由
の
現
実
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
係
の
複
雑
さ
を
不
明
瞭
に
す
る
危
険
が
あ
る
。
他
方
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
理
解
は
、
関
係
に
お
け
る
両
方
の
要
因
を
正
し
く
扱
お
う
と
努
め
た
。
し
か
し
そ
れ
は
両
者
を
同
次
元
上
で
理
解
し
、
両
者
の
境

界
を
厳
密
に
確
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。

b
．
わ
れ
わ
れ
の
罪
の
赦
し
と
し
て
の
恵
み

わ
れ
わ
れ
は
、
パ
ウ
ロ
の
「
も
は
や
わ
た
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
の
内
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
」
と
い
う
言

葉
に
お
け
る
「
否
定
の
否
定
」
が
二
重
の
意
味
を
持
ち
、
そ
の
第
二
の
意
味
は
、
新
た
な
生
が
達
成
さ
れ
た
現
実
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
、

と
い
う
仮
定
に
よ
っ
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
新
た
な
生
は
「
信
仰
に
よ
っ
て
」
生
の
規
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
へ
向
か
わ
さ
れ
、
ま
た
、

信
仰
者
へ
神
の
完
全
を
転
嫁
す
る
神
の
恵
み
を
受
け
取
る
。
こ
の
第
二
の
意
味
は
、
引
き
続
く
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
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「
わ
た
し
が
今
、
肉
に
お
い
て
生
き
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
を
愛
し
、
わ
た
し
の
た
め
に
身
を
献
げ
ら
れ
た
神
の
子
に
対
す
る
信
仰
に
よ
る

も
の
で
す
）
33
（

」。

た
と
え
、
今
検
討
し
て
い
る
言
葉
が
二
重
の
意
味
を
含
ま
な
い
と
仮
定
す
る
理
由
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
両
方
の
意
味
を
含
む
か
ど

う
か
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
お
く
こ
と
は
賢
明
で
あ
ろ
う
。
パ
ウ
ロ
の
思
想
は
、
全
体
と
し
て
捉
え
る
な
ら
確
か
に
、
恵
み

の
経
験
の
両
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
目
下
の
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
パ
ウ
ロ
の
思
想
で
は
な
く
、
恵
み
に
つ
い
て
の
聖
書
の

教
理
の
、
生
の
経
験
に
対
す
る
妥
当
性
で
あ
る
。
経
験
は
こ
の
二
重
の
理
解
を
証
明
す
る
だ
ろ
う
か
。

恵
み
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
自
然
的
経
験
に
よ
っ
て
聖
書
の
教
理
が
立
証
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
理

性
に
対
す
る
信
仰
の
関
係
、
ま
た
人
間
の
霊
に
対
す
る
「
聖
霊
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
わ
れ
わ
れ
の
分
析
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
教
理

を
立
証
す
る
と
こ
ろ
の
経
験
は
、
教
理
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
信
仰
に
お
い
て
理
解
さ
れ
、
あ

る
部
分
で
人
間
の
知
恵
に
矛
盾
す
る
「
神
の
知
恵
」
な
し
に
、
人
は
決
し
て
罪
の
深
刻
さ
を
意
識
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
人

間
の
罪
深
い
高
慢
と
自
己
主
張
に
対
峙
す
る
神
の
審
き
に
気
づ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

理
想
主
義
哲
学
に
お
い
て
、
信
仰
に
よ
る
義
と
い
う
教
理
に
対
応
す
る
も
の
が
確
か
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
然
神
学
」
と
、
聖
書
的
基
礎

に
よ
る
神
学
と
の
間
の
一
致
と
相
違
の
厳
密
な
境
界
を
説
明
す
る
。
理
想
主
義
哲
学
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
生
に
お
け
る
自
己
充
足
的
な
経

験
、
つ
ま
り
完
成
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
感
覚
が
、
そ
れ
が
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
う
ち
か
ら
あ
る
と
さ
れ
、
ま
だ
過
程
の
中
に

置
か
れ
て
い
る
時
で
す
ら
、
あ
る
目
的
の
先
取
り
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
教
え
は
、
罪
を
少
し
も
真
剣
に
受
け
取
ら
な
い
。

自
己
充
足
の
経
験
は
、
過
程
の
中
に
あ
る
不
完
全
さ
と
、
超
越
的
な
善
と
の
間
の
溝
を
橋
渡
し
す
る
。
理
想
主
義
的
哲
学
の
教
え
に
お
い

て
、
人
間
は
永
遠
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
義
と
し
、
人
間
の
霊
に
お
け
る
永
遠
な
る
要
素
が
そ
の
こ
と
に
お
墨
付
き
を

与
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
）
34
（

。

そ
こ
で
は
常
に
、
聖
書
の
宗
教
に
よ
る
徹
底
的
な
審
き
の
感
覚
な
し
に
、
自
己
義
認
の
企
て
が
見
出
さ
れ
る
。
人
は
自
身
を
審
く
こ
と
が
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で
き
る
。
し
か
し
自
己
審
判
に
関
す
る
性
質
が
証
明
す
る
の
は
お
そ
ら
く
、
経
験
的
自
己
に
審
き
を
宣
告
す
る
自
己
の
善
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
審
く
自
己
は
「
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
義
と
さ
れ
る
」
と
宣
言
す
る
。
そ
れ
は
、
進
歩
の
目
的
が
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
自
己
で
あ
る
。
こ
の
自
己
は
永
遠
を
手
に
し
て
い
る
。
人
間
が
自
身
を
審
く
と
い
う
能
力
は
、
最
終
的
な
義
認
の
権
限
を
持
つ
自
己
自
身

に
お
け
る
、
あ
る
種
の
善
を
証
明
す
る
。
し
か
し
聖
書
の
信
仰
に
よ
れ
ば
、
常
に
次
の
よ
う
に
告
白
さ
れ
る
。「
自
分
に
は
何
も
や
ま
し
い

と
こ
ろ
は
な
い
が
、
そ
れ
で
わ
た
し
が
義
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
を
裁
く
の
は
主
な
の
で
す
）
35
（

」。

こ
の
よ
う
な
経
験
は
そ
れ
自
体
、
生
に
つ
い
て
の
「
知
恵
」
を
示
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
恵
み
の
賜
物
で
あ
る
。
そ
の
知
恵
と
は
、

先
へ
の
見
通
し
に
お
い
て
は
「
愚
か
」
で
あ
り
、
後
か
ら
振
り
返
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
知
恵
で
あ
る
。
経
験
そ
れ
自
体
は
知
恵
を
生
み
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
終
局
に
お
い
て
知
恵
が
正
し
い
こ
と
を
証
明
で
き
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
新
し
い
生
に
お
い
て

最
高
度
の
達
成
に
至
っ
て
さ
え
も
、
良
心
に
不
安
は
残
る
と
い
う
主
張
を
経
験
が
正
当
化
す
る
か
ど
う
か
を
子
細
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

罪
が
「
原
理
的
に
は
」
破
壊
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
生
に
お
け
る
現
実
に
お
い
て
は
決
し
て
破
壊
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

は
本
当
で
あ
ろ
う
か
。
平
安
と
は
、
あ
る
べ
き
生
が
現
実
化
さ
れ
た
と
い
う
感
覚
の
み
で
は
決
し
て
な
く
、
常
に
希
望
の
要
素
と
赦
し
の
確

か
さ
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
で
あ
ろ
う
か
。
最
終
的
平
安
は
、
人
間
の
自
己
愛
と
神
の
目
的
の
間
の
う
ち
続
く
矛
盾
を
克
服
し

う
る
神
の
力
が
あ
る
と
い
う
確
信
に
拠
り
頼
む
の
だ
ろ
う
か
。

近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
間
の
経
験
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
理
解
の
妥
当
性
に
関
心
を
示
さ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
間
も
な
く
わ
れ

わ
れ
が
さ
ら
に
徹
底
的
に
吟
味
す
る
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
教
理
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
探
求
は
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト

者
か
非
キ
リ
ス
ト
者
か
に
関
わ
り
な
い
「
現
代
」
人
の
無
関
心
と
、
ま
た
敵
意
に
さ
え
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

真
の
問
い
は
、
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
に
お
い
て
完
全
な
完
成
へ
到
達
し
う
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
最
も
徹
底
し
た
完
全
主
義
者
の
セ
ク
ト

で
さ
え
も
、
人
間
の
生
は
依
然
と
し
て
途
中
経
過
の
中
に
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
の
問
い
は
、
新
し
い
生
の
進
展
に
お

い
て
、
人
間
の
自
己
意
志
と
神
の
目
的
と
の
間
に
、
あ
る
矛
盾
が
残
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
核
心
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
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に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
よ
う
な
人
間
の
歴
史
の
基
本
的
性
質
が
、
そ
の
よ
う
に
歴
史
を
理
解
し
た
人
々
の
生
に
お
い
て
、
克
服
さ
れ
る
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
一
方
で
は
論
理
の
中
に
、
他
方
で
は
経
験
の
中
に
、
一
つ
の
答
え
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
が
自

ら
の
自
己
愛
の
性
質
に
気
づ
き
、
ま
た
そ
れ
が
神
の
意
志
と
不
整
合
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
、
ま
さ
し
く
こ
の
自
覚

が
、
自
己
愛
の
力
を
破
壊
す
る
と
考
え
る
の
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
論
理
は
経
験
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
は
確
認
さ

れ
る
。
確
か
に
悔
い
改
め
に
よ
っ
て
、
新
し
い
生
が
始
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
キ
リ
ス
ト
教
の
各
時
代
の
経
験
は
、
こ
の
論
理
に
留
保
な
し

に
従
う
人
々
へ
異
議
を
示
し
て
き
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的
熱
狂
、
神
聖
な
ら
ざ
る
宗
教
的
憎
悪
、
宗
教
的
高
潔
と
い
う
衣
の
背
後
に
隠
さ
れ
た

罪
深
い
野
望
、
神
へ
の
献
身
と
い
う
装
い
を
伴
う
政
治
的
な
力
の
衝
動
と
い
っ
た
残
念
な
歴
史
は
、
あ
ら
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
教
理
に
お
け
る

過
ち
を
示
す
反
論
し
え
な
い
証
拠
を
示
す
。
ま
た
そ
の
歴
史
は
、
恵
み
に
よ
っ
て
人
間
と
神
と
の
間
の
最
終
的
矛
盾
は
取
り
除
か
れ
る
と
主

張
す
る
、
キ
リ
ス
ト
教
的
経
験
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
解
釈
に
お
け
る
過
ち
を
示
す
反
論
し
え
な
い
証
拠
を
示
す
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

史
の
嘆
か
わ
し
い
経
験
は
、
正
し
い
留
保
な
く
神
聖
さ
が
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
ま
さ
に
、
人
間
の
高
慢
と
霊
的
尊
大
さ
が
い
か
に
し
て
新

た
な
高
み
に
ま
で
達
す
る
か
と
い
う
こ
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
各
時
代
の
経
験
に
お
け
る
悲
劇
的
で
暴
露
的
な
局
面
は
、「
徴
税
人
や
罪
人
」
が
、
繰
り
返
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
ら

の
熱
狂
に
対
し
て
生
に
つ
い
て
の
真
理
の
重
要
な
面
を
救
い
出
し
、
人
間
関
係
の
中
へ
健
全
性
を
回
復
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
聖
人
た
ち
は
、
単
純
な
る
所
有
と
し
て
聖
性
が
主
張
さ
れ
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
聖
人
性
が
堕
落
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
忘

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
深
さ
が
充
分
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
「
徴
税
人
や
罪
人
」
に
対
す
る

感
謝
が
生
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
が
福
音
の
真
実
の
全
体
を
忘
れ
、
新
た
な
る
自
己
義
認
の
か
た
ち
に
陥
る

が
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
と
き
は
い
つ
で
も
、
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
教
会
に
抗
し
て
繰
り
返
し
証
し
を
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

徴
税
人
や
罪
人
は
、
真
理
全
体
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
、
宗
教
的
熱
狂
へ
の
挑
戦
を
可
能
に
す
る
道
徳
的
懐
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疑
主
義
か
ら
離
れ
る
と
、
自
身
の
熱
狂
的
激
情
を
昂
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
、
懐
疑
主
義
と
熱
狂
主
義
と
が
交
互
に
起
こ
る
状

態
か
ら
、
自
ら
を
救
い
う
る
、
生
に
つ
い
て
の
解
釈
原
理
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
真
理
と
あ
ら
ゆ
る
善
を
、
単
な
る
自

己
利
益
の
口
実
と
し
て
見
な
し
て
い
る
道
徳
的
懐
疑
主
義
者
が
、
真
理
と
善
は
繰
り
返
し
利
己
的
な
も
の
に
堕
落
す
る
こ
と
を
、
確
か
に
少

な
く
と
も
理
解
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
道
徳
的
懐
疑
主
義
者
は
、
そ
れ
ほ
ど
堕
落
し
て
い
な
い
、
た
だ
信
仰

の
み
の
所
有
で
あ
る
真
理
と
善
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
の
で
、
最
終
的
に
道
徳
的
虚
無
主
義
へ
と
堕
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ

ク
が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
、
常
に
政
治
と
歴
史
の
相
対
性
と
究
極
的
聖
性
と
を
組
み
合
わ
せ
て
い
た
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
国
家
的
文
化
に
お

い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
対
す
る
世
俗
主
義
の
反
抗
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
関
連
に
お
い
て
と
り
わ
け
教
訓
的
で
あ
る
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
何
ら
か
の
歴
史
に
お
け
る
個
々
の
生
も
し
く
は
社
会
的
達
成
を
吟
味
す
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
自
己
の
中
心
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
生
を
組
織
す
る
無
限
の
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
同
様
に
組
織
化
の
中
心
へ
自
己
を
引
き
戻

す
無
限
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
可
能
性
は
常
に
恵
み
の
賜
物
で
あ
る
（
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば

「
隠
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
」
で
あ
り
、
奇
跡
を
起
こ
す
こ
と
を
充
分
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
あ
る
恵
み
で
あ
る
）。
そ
れ
ら
は
常
に
恵
み
の
賜

物
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
ら
を
「
忘
れ
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
生
、
ま
た
兄
弟
愛
を
単
に
自
己
の
「
幸
福
」
あ
る
い
は
「
完
全
」
の
道
具

と
す
る
生
は
、
自
己
中
心
と
い
う
悪
循
環
か
ら
ほ
ん
と
う
に
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
）
36
（

。
け
れ
ど
も
恵
み
に
よ
っ
て
、
新
し
い

悪
の
可
能
性
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
個
人
的
で
あ
れ
集
団
的
で
あ
れ
、
自
己
が
依
然
と
し
て
歴
史
の
緊
張
の
中
に
あ

り
、
過
程
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
過
程
を
超
越
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
二
重
の
状
況
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
限
り
、
以

下
の
よ
う
な
罪
の
も
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
超
越
性
を
過
大
評
価
す
る
罪
と
、
自
己
の
利
害
関
心
を
、
さ
ら
に
包
括

的
な
関
心
と
混
同
す
る
と
い
う
罪
で
あ
る
）
37
（

。

し
た
が
っ
て
、
親
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
力
へ
の
欲
望
か
ら
救
い
、
子
ど
も
の
幸
福
を
家
族
生
活
の
目
標
と
す
る
未
確
定
の
可
能
性
が
あ

る
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
家
族
の
愛
の
関
係
を
、
よ
り
高
い
ま
た
は
よ
り
微
妙
な
次
元
で
、
親
に
よ
る
力
へ
の
衝
動
の
道
具
と
し
て
用
い
る
可
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能
性
も
ま
た
多
く
あ
る
。「
聖
人
」
は
こ
の
誤
り
に
気
づ
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
愛
情
深
い
親
の
あ
ま
り
に
閉
ざ
さ
れ
た
永
続
的

な
支
配
か
ら
抜
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
。
さ
ら
な
る
高
度
の
調
和
に
お
い
て
家
族
と

共
同
体
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
未
確
定
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
家
族
が
自
分
た
ち
の
幸
福
や
苦
悩
を
、
現
に
あ
る
以
上
に
、
全
体
に

と
っ
て
い
っ
そ
う
重
要
で
あ
る
よ
う
に
考
え
る
誤
り
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
わ
れ
わ
れ
の
」
国
を
、
よ
り
調
和
的
に
他
の
国
々
の

生
へ
結
び
つ
け
る
無
限
の
機
会
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
国
家
的
利
己
主
義
へ
堕
す
る
こ
と
な
し
に
そ
れ
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
）
38
（

。

恵
み
に
よ
る
生
の
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
の
両
方
を
表
現
す
る
の
は
難
し
い
。
恵
み
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
が
、
論
理
と
い
う
規
準

に
背
く
こ
と
な
い
か
た
ち
で
証
し
し
て
き
た
。
そ
れ
が
道
徳
主
義
者
た
ち
を
し
て
、「
信
仰
に
よ
る
義
認
」
の
教
理
を
常
に
軽
視
さ
せ
る
一

つ
の
理
由
で
あ
る
）
39
（

。
し
か
し
こ
こ
で
、
多
く
の
事
例
と
同
様
に
、
論
理
を
無
視
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
た
だ
経
験
に
お
け
る
複
雑
な
事

実
を
示
そ
う
と
試
み
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
悔
い
改
め
た
人
間
が
、
あ
る
意
味
で
正
し
く
、
ま
た
別
の
意
味
で
正
し
く
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
経
験
の
事
実
に
図
ら
ず
も
妥
当
し
て
い
る
。

事
柄
が
複
雑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
貫
性
と
い
う
規
準
に
抵
触
し
な
い
よ
う
な
仕
方
で
事
柄
を
理
解
す
る
こ
と
を
難
し
く
す
る
だ
け

で
な
い
。
同
時
に
、
恵
み
の
両
方
の
側
面
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
か
の
面
を
過
度
に
抑
え
る
こ
と
な
く
示
す
こ
と
を
難
し
く
す
る
の
で
あ
る
。

聖
人
が
、
そ
れ
で
も
な
お
依
然
と
し
て
罪
人
で
あ
る
事
実
を
正
し
く
取
り
扱
お
う
と
し
て
き
た
神
学
は
、
し
ば
し
ば
、
ま
た
お
そ
ら
く
常

に
、
個
人
的
ま
た
集
団
的
生
に
お
け
る
善
を
実
現
す
る
未
確
定
の
可
能
性
を
曖
昧
に
し
て
き
た
。
新
し
い
生
の
肯
定
的
面
を
正
し
く
取
り
扱

お
う
と
し
て
き
た
神
学
は
常
に
、
徳
の
あ
ら
ゆ
る
新
た
な
次
元
に
現
れ
る
罪
の
現
実
を
曖
昧
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的

完
全
主
義
の
現
代
版
に
お
い
て
真
実
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
、
歴
史
の
漸
進
的
で
進
歩
的
な
解
釈
は
、
よ
り
純

粋
な
キ
リ
ス
ト
教
的
源
泉
を
持
つ
幻
想
と
混
ぜ
合
わ
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
こ
の
議
論
の
過
程
を
詳
細
に
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
歴
史
全

体
を
包
含
し
、
現
代
の
霊
的
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
と
、
そ
の
新
た
な
方
向
付
け
の
可
能
性
に
と
っ
て
重
要
な
あ
ら
ゆ
る
論
点
を
含
ん
で
い
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る
か
ら
で
あ
る
。

恵
み
の
経
験
の
二
つ
の
側
面
は
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
互
い
に
矛
盾
す
る
の
で
な
く
支
え
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る

こ
と
が
さ
し
あ
た
っ
て
重
要
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
は
所
有
で
は
な
く
希
望
で
あ
り
、
そ
の
完
全
は
現
実
で
は
な

く
意
図
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
生
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
平
安
は
完
成
し
た
純
粋
な
る
平
安
で
は
決
し
て
な
く
、

「
は
っ
き
り
知
ら
れ
、
ま
た
す
べ
て
赦
さ
れ
た
」
存
在
と
し
て
の
平
静
さ
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
道
徳
的
意

欲
や
責
任
を
失
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
こ
そ
が
、
生
の
早
ま
っ
た
完
成
を
防
ぐ
、
あ
る
い
は
謙
遜
と
い
う
土
壌
に
根
ざ

す
、
新
し
く
て
い
っ
そ
う
ひ
ど
い
高
慢
を
阻
む
、
ま
た
、
自
ら
が
罪
人
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
聖
人
の
鼻
持
ち
な
ら
な
い
自
負
か
ら
キ
リ
ス

ト
者
の
生
を
救
う
、
唯
一
の
方
法
な
の
で
あ
る
。

単
純
な
る
道
徳
主
義
者
た
ち
は
常
に
、
宗
教
的
経
験
の
こ
の
最
終
的
頂
点
を
、
ほ
と
ん
ど
、
も
し
く
は
ま
っ
た
く
理
解
し
な
い
ま
ま
受
け

止
め
よ
う
と
す
る
。
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
は
単
に
「
恵
み
が
増
す
よ
う
に
と
、
罪
の
中
に
と
ど
ま
る
」﹇
ロ
ー
マ

六
・
一
﹈
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
許
す
常
套
句
に
過
ぎ
な
い
と
。
し
か
し
「
神
の
愚
か
さ
」
が
信
仰
に
よ
る
知
恵
へ
と
真
に
具
現
し
て
い
る
な

ら
ば
、
こ
の
非
難
へ
の
単
純
な
る
解
答
は
、
次
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。「
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
罪
に
対
し
て
死
ん
だ
わ
た
し
た
ち
が
、
ど

う
し
て
、
な
お
も
罪
の
中
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
）
40
（

」。

　
　
　
注

（
1
） 

Ⅰ
コ
リ
ン
ト
四
・
一
九
﹇
二
〇
﹈
参
照
、「
神
の
国
は
言
葉
で
は
な
く
力
に
あ
る
」。
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（
2
） 

ヨ
ハ
ネ
一
・
一
七
。

（
3
） 
パ
ウ
ル
・
ヴ
ェ
ル
ン
レ
（Paul W

ernle

）
は
き
わ
め
て
正
確
に
述
べ
て
い
る
。「
贖
わ
れ
た
者
の
無
罪
性
を
強
く
主
張
し
あ
る
い
は
追
求
す
る
す

べ
て
の
グ
ノ
ー
シ
ス
的
ま
た
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
諸
派
は
、
パ
ウ
ロ
的
伝
統
に
お
け
る
一
つ
の
真
の
要
素
を
誇
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
」D

er C
hrist 

und die Sünde bei Paulus

﹇
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
と
罪
﹈, p.24.

（
4
） A

. Schlatter, D
er G

laube im
 N

euen Testam
ent

﹇
新
約
聖
書
に
お
け
る
信
仰
﹈, p.503.

（
5
） 

と
り
わ
け
次
の
個
所
を
参
照
。
ロ
ー
マ
六
・
八
以
下
「
わ
た
し
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
死
ん
だ
の
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
生
き
る
こ
と

に
も
な
る
と
信
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
死
者
の
中
か
ら
復
活
さ
せ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
は
も
は
や
死
ぬ
こ
と
が
な
い
、
と
知
っ
て
い
ま
す
。
死
は
、

も
は
や
キ
リ
ス
ト
を
支
配
し
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
が
死
な
れ
た
の
は
、
た
だ
一
度
罪
に
対
し
て
死
な
れ
た
の
で
あ
り
、
生
き
て
お
ら
れ
る
の
は
、

神
に
対
し
て
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も
自
分
は
罪
に
対
し
て
死
ん
で
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
結
ば

れ
て
、
神
に
対
し
て
生
き
て
い
る
の
だ
と
考
え
な
さ
い
」。
パ
ウ
ロ
の
思
想
に
お
い
て
、
罪
の
死
と
義
の
新
生
の
復
活
を
象
徴
す
る
キ
リ
ス
ト
の

死
と
復
活
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
主
題
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
八
・
六
「
肉
の
思
い
は
死
で
あ
り
、
霊
の
思
い
は
命
と
平
和
で
あ
り
ま
す
」。

ロ
ー
マ
六
・
二
二
「
あ
な
た
が
た
は
、
今
は
罪
か
ら
解
放
さ
れ
て
神
の
奴
隷
と
な
り
、
聖
な
る
生
活
の
実
を
結
ん
で
い
ま
す
。
行
き
着
く
と

こ
ろ
は
、
永
遠
の
命
で
す
」。

エ
フ
ェ
ソ
四
・
二
四
「
神
に
か
た
ど
っ
て
造
ら
れ
た
新
し
い
人
を
身
に
着
け
、
真
理
に
基
づ
い
た
正
し
く
清
い
生
活
を
送
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」。

（
6
） 

と
り
わ
け
次
の
個
所
を
参
照
。
ロ
ー
マ
六
・
一
一
―
一
二
「
こ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も
自
分
は
罪
に
対
し
て
死
ん
で
い
る
…
…
あ
な
た
が

た
の
死
ぬ
べ
き
体
を
罪
に
支
配
さ
せ
て

0

0

0

0

0

0

0

、
体
の
欲
望
に
従
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん

0

0

0

0

0

0

」。

エ
フ
ェ
ソ
四
・
一
七
―
三
二
に
お
い
て
、「
も
は
や
、
異
邦
人
と
同
じ
よ
う
に
歩
ん
で
は
な
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
愚
か
な
考
え
に
従
っ
て
歩
ん

で
い
る
」﹇
一
七
節
﹈
と
い
う
要
求
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
者
の
生
の
論
理
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
者
が
原
理
に
お
い
て
罪
を
断
っ
た
と

い
う
事
実
が
、
彼
ら
が
事
実
に
お
い
て
罪
を
捨
て
る
よ
う
要
求
す
る
。
ま
た
贖
わ
れ
た
者
は
、
非
常
に
明
白
な
罪
を
克
服
す
る
よ
う
勧
告
さ
れ

る
。「
盗
み
を
働
い
て
い
た
者
は
、
今
か
ら
は
盗
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
」﹇
二
八
節
﹈
な
ど
。

エ
フ
ェ
ソ
五
・
八
「
あ
な
た
が
た
は
、
以
前
に
は
暗
闇
で
し
た
が
、
今
は
主
に
結
ば
れ
て
、
光
と
な
っ
て
い
ま
す
。
光
の
子
と
し
て
歩
み
な
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さ
い
」。

ガ
ラ
テ
ヤ
五
・
二
四
―
二
六
「
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
の
も
の
と
な
っ
た
人
た
ち
は
、
肉
を
欲
情
や
欲
望
も
ろ
と
も
十
字
架
に
つ
け
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。 

わ
た
し
た
ち
は
、
霊
の
導
き
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
な
ら
、
霊
の
導
き
に
従
っ
て
ま
た
前
進
し
ま
し
ょ
う

0

0

0

0

0

0

0

。
う
ぬ
ぼ
れ
て
、
互
い

に
挑
み
合
っ
た
り
、
ね
た
み
合
っ
た
り
す
る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
」。

（
7
） 

ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
は
、
よ
り
限
定
な
し
に
無
罪
性
の
見
解
を
述
べ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
と
り
わ
け
東
方
教
会
に
お
け
る
聖
化
主
義
的
教
理
に

と
っ
て
の
根
拠
出
典
と
し
て
常
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
参
照
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
三
・
六
「
御
子
の
内
に
い
つ
も
い
る
人
は
皆
、
罪
を
犯
し
ま
せ
ん
」。
Ⅰ

ヨ
ハ
ネ
三
・
九
「
神
か
ら
生
ま
れ
た
人
は
皆
、
罪
を
犯
し
ま
せ
ん
。
神
の
種
が
こ
の
人
の
内
に
い
つ
も
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
人
は
神
か
ら
生

ま
れ
た
の
で
、
罪
を
犯
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
思
想
に
影
響
さ
れ
た
そ
の
新
生
の
理
解
は
、
新
し
い
生
と
古
い
生
の
間
の
ほ
と

ん
ど
形
而
上
学
的
な
区
別
を
意
味
す
る
の
で
、
ヨ
ハ
ネ
文
書
は
現
実
の
行
動
の
無
罪
性
を
主
張
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
さ
え
も
重
要
な
留
保

が
見
出
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
一
・
八
を
参
照
。「
自
分
に
罪
が
な
い
と
言
う
な
ら
、
自
ら
を
欺
い
て
お
り
、
真
理
は
わ
た
し
た
ち
の
内

に
あ
り
ま
せ
ん
」。

（
8
） 

フ
ィ
リ
ピ
三
・
一
二
。

（
9
） 

と
り
わ
け
ロ
ー
マ
五
・
一
参
照
。「
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
に
よ
っ
て
神
と
の
間
に
平
和
を
得
て
お
り
」。

ロ
ー
マ
三
・
二
二
以
下
「
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
信
じ
る
者
す
べ
て
に
与
え
ら
れ
る
神
の
義
で
す
。
そ

こ
に
は
何
の
差
別
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
は
皆
、
罪
を
犯
し
て
神
の
栄
光
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ

る
贖
い
の
業
を
通
し
て
、
神
の
恵
み
に
よ
り
無
償
で
義
と
さ
れ
る
の
で
す
。
神
は
こ
の
キ
リ
ス
ト
を
立
て
、
そ
の
血
に
よ
っ
て
信
じ
る
者
の
た

め
に
罪
を
償
う
供
え
物
と
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
人
が
犯
し
た
罪
を
見
逃
し
て
、
神
の
義
を
お
示
し
に
な
る
た
め
で
す
。
こ
の
よ

う
に
神
は
忍
耐
し
て
こ
ら
れ
た
が
、」

エ
フ
ェ
ソ
二
・
八
﹇
―
一
〇
﹈「
事
実
、
あ
な
た
が
た
は
、
恵
み
に
よ
り
、
信
仰
に
よ
っ
て
救
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
自
ら
の
力
に

よ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
賜
物
で
す
。
行
い
に
よ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
だ
れ
も
誇
る
こ
と
が
な
い
た
め
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

わ
た
し
た
ち
は
神
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
神
が
前
も
っ
て
準
備
し
て
く
だ
さ
っ
た
善
い
業
の
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に

お
い
て
造
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
善
い
業
を
行
っ
て
歩
む
の
で
す
」。
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ガ
ラ
テ
ヤ
五
・
四
「
律
法
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
あ
な
た
が
た
は
だ
れ
で
あ
ろ
う
と
、
キ
リ
ス
ト
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な

い
者
と
さ
れ
、
い
た
だ
い
た
恵
み
も
失
い
ま
す
」。

フ
ィ
リ
ピ
三
・
八
―
一
一
「
そ
れ
ば
か
り
か
、
わ
た
し
の
主
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
を
知
る
こ
と
の
あ
ま
り
の
す
ば
ら
し
さ
に
、
今
で
は
他
の

一
切
を
損
失
と
み
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
、
わ
た
し
は
す
べ
て
を
失
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
塵
あ
く
た
と
見
な
し
て
い
ま
す
。
キ

リ
ス
ト
を
得
、
キ
リ
ス
ト
の
内
に
い
る
者
と
認
め
ら
れ
る
た
め
で
す
。
わ
た
し
に
は
、
律
法
か
ら
生
じ
る
自
分
の
義
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
へ

の
信
仰
に
よ
る
義
、
信
仰
に
基
づ
い
て
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
義
が
あ
り
ま
す
」。﹇
た
だ
し
原
著
で
の
引
用
は
九
節
で
終
わ
っ
て
い
る
。﹈

（
10
） 

参
照
ロ
ー
マ
三
・
二
四
﹇
―
二
五
﹈「
た
だ
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
る
贖
い
の
業
を
通
し
て
、
神
の
恵
み
に
よ
り
無
償
で
義
と
さ
れ
る
の
で
す
。

神
は
こ
の
キ
リ
ス
ト
を
立
て
、
そ
の
血
に
よ
っ
て
信
じ
る
者
の
た
め
に
罪
を
償
う
供
え
物
と
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
人
が
犯
し
た

0

0

0

罪
を
見
逃
し
て
、
神
の
義
を
お
示
し
に
な
る
た
め
で
す
」。

（
11
） 

ガ
ラ
テ
ヤ
三
・
一
一
「
律
法
に
よ
っ
て
は
だ
れ
も
神
の
御
前
で
義
と
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、『
正
し
い
者
は
信
仰
に

よ
っ
て
生
き
る
』
か
ら
で
す
」。

ロ
ー
マ
三
・
二
〇
「
な
ぜ
な
ら
、
律
法
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
だ
れ
一
人
神
の
前
で
義
と
さ
れ
な
い
か
ら
で
す
。
律
法
に
よ
っ
て

は
、
罪
の
自
覚
し
か
生
じ
な
い
の
で
す
」。

（
12
） 

ロ
ー
マ
二
・
一
四
。
こ
の
議
論
が
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
三
章
に
お
け
る
「
律
法
」
と
「
信
仰
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
に
先
行
し
て
い

る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

（
13
） 

ガ
ラ
テ
ヤ
二
・﹇
一
九
b
―
﹈
二
〇
。

（
14
） 

わ
れ
わ
れ
は
第
一
巻
﹇『
人
間
の
本
性
』﹈
七
―
九
章
に
お
い
て
、
こ
れ
を
探
求
し
た
。

（
15
） 

ロ
ー
マ
七
・
一
八
「
わ
た
し
は
、
自
分
の
内
に
は
、
つ
ま
り
わ
た
し
の
肉
に
は
、
善
が
住
ん
で
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
善
を
な
そ
う

と
い
う
意
志
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
実
行
で
き
な
い
か
ら
で
す
」。

（
16
） 

パ
ウ
ロ
は
「
そ
の
無
知
な
心
は
暗
く
な
っ
た
」
ロ
ー
マ
一
・
二
一
﹇
口
語
訳
﹈
と
述
べ
て
い
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
自
己
の
窮
状
に
つ
い
て
「
意
志
の
欠
陥
」
と
定
義
し
た
こ
と
は
、
自
己
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
の
力
を
受
け
入
れ
る

必
要
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
正
し
い
。
し
か
し
そ
れ
が
自
己
中
心
と
い
う
悪
循
環
の
要
因
と
し
て
、
霊
的
混
乱
で
は
な
く
単
な
る

弱
さ
を
意
味
す
る
限
り
に
お
い
て
間
違
っ
て
い
る
か
、
少
な
く
と
も
誤
っ
た
解
釈
に
陥
っ
て
い
る
。
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（
17
） 

も
ち
ろ
ん
、
た
っ
た
一
度
の
転
機
が
絶
対
的
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
自
己
が
打
ち
砕
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
永
続
す
る
過
程
で
あ

り
、
あ
ら
ゆ
る
霊
的
経
験
に
お
い
て
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
自
己
が
神
の
求
め
に
直
面
し
、
自
己
の
罪
深
い
、
自
己
中
心
的

な
状
態
を
知
る
よ
う
に
な
る
。

（
18
） 

そ
の
よ
う
な
霊
的
経
験
に
必
要
不
可
欠
な
す
べ
て
の
真
実
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
を
通
し
て
の
み
仲
介
さ
れ
る
と
キ
リ
ス
ト
者
は
間
違

い
な
く
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
を
「
肉
に
従
っ
て
」
知
る
者
、
つ
ま
り
実
際
の
歴
史
的
啓
示
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
を
知
っ
て
い
る
者

の
み
が
そ
の
よ
う
な
回
心
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
い
込
み
を
キ
リ
ス
ト
者
は
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
。「
隠
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
」
が
歴
史

の
中
で
働
い
て
い
る
。
だ
か
ら
歴
史
的
啓
示
を
知
ら
な
い
者
が
、
そ
れ
を
知
る
者
よ
り
も
、
真
の
悔
い
改
め
と
謙
遜
に
到
達
す
る
可
能
性
が
常

に
あ
る
。
も
し
こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
な
い
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
た
や
す
く
新
た
な
高
慢
の
手
段
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
19
） 

第
一
巻
、p.180

参
照
。

（
20
） 

現
代
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
ク
な
政
治
に
お
い
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
心
理
学
的
議
論
に
関
し
て
は
、
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム E

scape from
 

Freedom

﹇『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
日
高
六
郎
訳
、
東
京
創
元
新
社
、
一
九
六
六
年
﹈
参
照
。
国
ま
た
他
の
歴
史
的
共
同
体
へ
の
忠
誠
は
、
そ
れ

ら
が
人
間
の
霊
へ
終
局
的
ま
た
絶
対
的
要
求
を
し
な
い
な
ら
ば
、
自
由
の
破
壊
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
21
） 

Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
四
・
一
―
二
節
参
照
。「
愛
す
る
者
た
ち
、
ど
の
霊
も
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
神
か
ら
出
た
霊
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
さ
い
。
偽
預
言

者
が
大
勢
世
に
出
て
来
て
い
る
か
ら
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
肉
と
な
っ
て
来
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
公
に
言
い
表
す
霊
は
、
す
べ
て
神

か
ら
出
た
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
が
た
は
神
の
霊
が
分
か
り
ま
す
」。

（
22
） 

第
一
巻
、
第
三
章
参
照
。

（
23
） 

キ
リ
ス
ト
教
教
理
と
神
秘
主
義
と
の
こ
の
対
照
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
の
著
作 T

he C
hristian D

octrine of R
econciliation

﹇『
キ
リ
ス

ト
教
の
和
解
論
』
松
浦
義
夫
訳
、
一
麦
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
﹈
に
お
い
て
深
く
分
析
さ
れ
、
ま
た
「
私
は
神
の
中
に
消
え
去
る
の
で
は
な
く
、

キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
救
わ
れ
た
い
」
と
い
う
彼
の
言
葉
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

（
24
） 

さ
ま
ざ
ま
な
理
想
主
義
思
想
ま
た
神
秘
主
義
思
想
の
学
派
に
お
い
て
、
自
己
が
破
壊
さ
れ
る
実
例
を
さ
ら
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
H
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
の
思
想
か
ら
一
つ
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
助
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。「
有
限
な
る
も
の
は
、
完
成
さ

れ
た
存
在
の
中
で
、
多
か
れ
少
な
か
れ
変
化
を
こ
う
む
り
、
そ
れ
自
体
は
消
失
す
る
。
こ
の
共
通
し
た
運
命
﹇com

m
on destiny

﹈
は
確
か
に

善
の
終
わ
り
で
あ
る
。
自
己
主
張
ま
た
自
己
犠
牲

0

0

0

0

に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
た
終
わ
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様
に
達
成
不
能
で
あ
る
。
個
人
は
そ
れ
自
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身
で
は
決
し
て
調
和
的
体
系
に
は
な
ら
な
い
。
人
格
の
完
全
な
贈
与
と
消
散
に
お
い
て
、
個
人
自
体
は

0

0

0

0

0

消
失
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と

共
に
善
そ
れ
自
体
は
超
越
さ
れ
、
没
す
る
。
…
…
最
大
限
に
強
調
し
て
言
う
な
ら
ば
、
い
か
な
る
自
己
主
張
や
自
己
犠
牲
、
あ
る
い
は
い
か
な

る
善
性
や
道
徳
性
も
、
絶
対
的
な
も
の
の
中
で
、
そ
れ
自
体
の
実
在
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
」。A

ppearance and R
eality

﹇『
現
象
と
実
在
』﹈

pp.419
―20.

（
25
） 

後
の
章
に
お
い
て
、
い
か
に
自
己
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解
が
「
体
の
復
活
」
と
い
う
逆
説
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
希
望
に
お
い
て
強
調

さ
れ
、
守
ら
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
26
） 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
新
た
な
生
に
お
け
る
こ
の
感
謝
と
謙
遜
の
継
続
し
た
感
覚
を
、
次
の
よ
う
な
伝
統
的
句
に
お
い
て
言
い
表
し
た
。「
な

ぜ
あ
わ
れ
む
べ
き
人
間
が
自
由
に
さ
れ
る
以
前
に
、﹇
自
己
の
﹈
自
由
意
志
を
大
胆
に
も
誇
っ
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
自
由
が
与
え
ら

れ
て
い
る
の
に
自
分
の
力
を
大
胆
に
も
誇
っ
た
り
し
え
よ
う
か
。
…
…
も
し
彼
ら
が
罪
の
奴
隷
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
自
由
意
志
を
自
慢
す
る
の

か
。「
な
ぜ
な
ら
だ
れ
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
そ
の
人
に
奴
隷
と
し
て
引
渡
さ
れ
て
い
る
か
ら
」（
Ⅱ
ペ
テ
二
・
一
九
）
だ
が
、
も

し
彼
ら
が
自
由
と
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
そ
れ
が
自
分
自
身
の
わ
ざ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
自
慢
す
る
の
か
」。C

h. 52, in N
icene and Post-

N
icene Fathers, First Series, Vol. V.

﹇『
霊
と
文
字
』
金
子
晴
勇
訳
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
9

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
駁
論
集（
1
）』
教
文

館
、
一
九
七
九
年
、
九
三
頁
。
文
中
の
聖
書
引
用
の
訳
文
は
金
子
に
よ
る
。﹈

（
27
） 

と
り
わ
け
ロ
ー
マ
九
・
一
八
参
照
。「
こ
の
よ
う
に
、
神
は
御
自
分
が
憐
れ
み
た
い
と
思
う
者
を
憐
れ
み
、
か
た
く
な
に
し
た
い
と
思
う
者
を
か

た
く
な
に
さ
れ
る
の
で
す
」。

（
28
） St. A

ugustine, D
e corruption et gratia, 4

―10.

﹇「
譴
責
と
恩
恵
」（
小
池
三
郎
訳
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
10

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
駁
論
集

（
2
）』
教
文
館
、
一
九
八
五
年
）
四
―
一
〇
節
参
照
。
た
だ
し
ニ
ー
バ
ー
は
要
約
を
し
て
い
る
﹈。

（
29
） 

フ
ィ
リ
ピ
二
・
一
二
―
一
三
。
黙
示
録
の
聖
句
に
も
同
じ
二
重
の
強
調
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
見
よ
、
わ
た
し
は
戸
口
に
立
っ
て
、
た
た
い
て
い

る
。
だ
れ
か
わ
た
し
の
声
を
聞
い
て
戸
を
開
け
る

0

0

0

0

0

者
が
あ
れ
ば
、
わ
た
し
は
中
に
入
っ
て
そ
の
者
と
共
に
食
事
を
し
、
彼
も
ま
た
、
わ
た
し
と

共
に
食
事
を
す
る
で
あ
ろ
う
」。
黙
示
録
三
・
二
〇
。

（
30
） 

と
り
わ
け
第
一
巻
第
十
章
に
お
け
る
原
義
の
議
論
。

（
31
） T

reatise on G
race, Q

uestion 109, A
rt. 6

﹇
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』
第
二
―
一
部
、
第
百
九
問
題
、
第
六
項
﹇
恩
寵
論
﹈
稲
垣

良
典
訳
、
創
文
社
、
一
九
八
九
年
、
八
七
頁
。﹈
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（
32
） 

ニ
コ
ラ
ス
・
N
・
G
・
グ
ロ
ウ
ボ
ス
キ
ー
に
よ
る
引
用 C

h. II in the sym
posium

, T
he D

octrine of G
race, S. C

. M
. Press, p.78.

﹇『
恵
み

の
教
理
』
第
二
章
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹈

（
33
） 
ガ
ラ
テ
ヤ
二
・
二
〇
。

（
34
） 

こ
の
教
理
に
つ
い
て
B
・
ボ
ザ
ン
ケ
の
見
解
は
こ
う
で
あ
る
。「
宗
教
は
宗
教
的
人
間
を
正
当
化
す
る
。
そ
れ
は
人
間
の
有
限
性
、
弱
さ
、
ま
た

は
罪
を
滅
ぼ
さ
な
い
。
そ
れ
ら
が
実
在
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
」。W
hat Is R

eligion, p.49.

フ
ラ
ン
シ
ス
・
H
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
の
理
解
も
同
様
で
あ
る
。
彼
は
述
べ
る
。「
宗
教
的
信
仰
に
と
っ
て
、
進
歩
の
目
的
は
す
で
に
実
現
さ
れ
て

い
る
」。E

thical Studies, p.279.

J
・
ケ
ア
ド
も
次
の
言
葉
に
お
い
て
、
同
じ
考
え
を
表
明
し
て
い
る
。「
宗
教
は
、
次
の
点
に
お
い
て
、
道
徳
性
を
超
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

道
徳
性
の
理
念
は
次
第
に
現
実
化
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
宗
教
の
理
念
は
今
こ
こ
で
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
」。Introduction to Philosophy 

of R
eligion, p.284.

（
35
） 

Ⅰ
コ
リ
ン
ト
四
・
四
。

（
36
） 

道
徳
の
分
析
に
お
け
る
こ
の
「
弁
証
法
的
」
要
素
は
、
新
ト
マ
ス
主
義
者
モ
ー
テ
ィ
マ
ー
・
ア
ド
ラ
ー
の A

 D
ialectic of M

orals

﹇『
道
徳
の
弁

証
法
』﹈
で
は
全
く
理
解
さ
れ
な
い
。
ア
ド
ラ
ー
は
ア
ガ
ペ
ー
と
エ
ロ
ー
ス
の
相
違
を
理
解
で
き
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
た
と
え
完
全

が
幸
福
へ
の
道
と
見
な
さ
れ
て
も
、
幸
福
を
探
求
す
る
こ
と
が
自
己
中
心
性
か
ら
の
解
放
で
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
い
。
完
全
を
通
じ
て
幸
福

を
探
求
す
る
個
人
は
、
自
身
に
お
い
て
中
心
的
な
ま
ま
で
あ
る
。

（
37
） 

わ
れ
わ
れ
は
「
肉
体
に
お
い
て
」
あ
る
限
り
は
罪
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
、
し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
、
と
り
わ
け
宗
教
改
革
の
思
想
に
お
い

て
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
は
罪
が
有
限
性
の
結
果
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
。
し
か
し
明
白
に
で
あ
ろ
う
と
暗
黙
に
で
あ
ろ
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想

に
お
い
て
肉
（sarx

）
に
つ
い
て
の
パ
ウ
ロ
の
理
解
と
同
様
の
含
意
が
こ
の
言
葉
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
的
実
存
は
単
な
る
有
限
性
で
は
決

し
て
な
く
、
有
限
性
と
自
由
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
歴
史
的
実
存
は
そ
の
一
部
に
お
い
て
、
部
分
的
価
値
に
対
し
て
究
極
的
意
義
を
ま
た
部

分
的
視
点
に
対
し
て
究
極
的
妥
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
の
誘
惑
で
あ
り
、
誘
惑
に
屈
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
38
） 

現
在
で
さ
え
、
新
世
界
秩
序
に
対
す
る
真
の
希
望
は
、「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
」
文
明
が
そ
こ
で
傑
出
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
込
め
た
う

ぬ
ぼ
れ
や
、
ア
メ
リ
カ
の
力
を
通
し
て
「
ア
メ
リ
カ
の
世
紀
」
が
実
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
う
ぬ
ぼ
れ
と
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
る
。

（
39
） 

エ
ー
ミ
ー
ル
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
は
恵
み
の
二
重
の
性
質
を
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
。「
そ
れ
は
持
つ
こ
と
で
あ
る
と
共
に
持
た
な
い
こ
と
で
あ
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り
、
矛
盾
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、
矛
盾
の
只
中
に
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
義
と
は
さ
れ
た
が
、
地
上
の
生

涯
の
最
後
の
日
ま
で
罪
人
た
る
こ
と
を
止
め
ず
、
回
心
の
日
に
お
け
る
と
同
様
に
依
然
と
し
て
救
い
を
必
要
と
す
る
、
罪
人
の
義
認
で
あ
る
」。

T
heology of C

risis, p.63.

﹇『
危
機
の
神
学
』
佐
藤
敏
夫
訳
、
桑
原
武
夫
ほ
か
編
『
世
界
の
思
想
21

現
代
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
』
河
出
書
房
新

社
、
一
九
六
六
年
、
三
二
六
―
三
二
七
頁
。﹈

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
は
多
く
の
仕
方
で
こ
の
逆
説
を
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。「
義
を
受
け
取
る
者
は
、
今
や
自
ら
が

神
の
律
法
に
服
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ま
た
罪
の
律
法
に
服
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
慈
愛
を
求
め
る
」
あ
る
い
は
「
キ
リ
ス
ト
者
は
誰

も
罪
を
有
し
て
い
な
い
、
そ
し
て
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
が
罪
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
両
方
が
真
実
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
聖
人
は
常
に
本
質

的
に
罪
人
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
外
か
ら
義
を
宣
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
わ
れ
わ
れ
は
現
実
に
お
い
て
罪
人
で
あ
る
が
、
希
望
に

お
い
て
義
で
あ
る
」。Ficker, ed., W

orks, Vol. II, pp.104, 105 and 176. 

よ
り
引
用
。﹇
フ
ィ
ッ
カ
ー
編
『
著
作
集
第
二
巻
』﹈

（
40
） 

ロ
ー
マ
六
・
二
。
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ポ
ー
ル
・
T
・
P
・
ウ
ォ
ン
博
士
の
研
究
に
つ
い
て

 

窪　

寺　

俊　

之

本
紀
要
掲
載
の
千
葉
征
慶
氏
の
「
意
味
中
心
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」
は
ポ
ー
ル
・
ウ
ォ
ン
博
士
の
著
作
の
翻
訳
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
・
ウ
ォ
ン

博
士
は
ま
だ
日
本
で
は
一
部
の
研
究
者
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
北
米
を
中
心
に
活
躍
す
る
「
意
味
中
心
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
セ
ラ

ピ
ー
」
の
分
野
で
研
究
と
実
践
を
進
め
て
い
る
学
者
で
あ
る
。
日
本
で
は
二
〇
一
二
年
の
「
日
本
臨
床
死
生
学
会
学
術
大
会
」
の
主
講
師
と

し
て
来
日
し
て
、
学
会
で
の
学
術
講
演
と
聖
学
院
大
学
で
の
一
般
講
演
を
行
い
、
聴
衆
に
深
い
感
銘
を
与
え
た
。

こ
こ
で
、
ウ
ォ
ン
博
士
の
紹
介
を
し
て
、
こ
の
著
作
の
理
解
に
多
少
役
立
つ
こ
と
を
願
う
。

ま
ず
、
ウ
ォ
ン
博
士
は
中
国
の
天
津
で
生
ま
れ
て
香
港
に
移
り
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
に
入
学
。
そ
こ
で
東
洋
宣
教
教
会
の
宣
教

師
の
影
響
を
受
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
。
宣
教
師
の
勧
め
で
カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
聖
書
大
学
に
学
ん
だ
。
そ
こ
で
神
学
修
士
号
を
取

得
。
そ
の
後
、
ト
ロ
ン
ト
大
学
大
学
院
で
心
理
学
を
学
び
、
博
士
号
（Ph.D

.
）
を
取
得
。
ヨ
ー
ク
大
学
、
ト
レ
ン
ト
大
学
、
ト
ロ
ン
ト
大

学
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
西
部
大
学
、
テ
ィ
ン
デ
ル
大
学
、
テ
ィ
ン
デ
ル
神
学
大
学
な
ど
で
非
常
勤
、
常
勤
を
含
め
て
教
鞭
を
執
っ
た
。
ウ
ォ
ン

博
士
は
大
学
で
の
教
育
と
研
究
の
傍
ら
、
海
外
か
ら
の
留
学
生
の
世
話
を
精
力
的
に
行
っ
て
き
た
。
現
在
は
も
っ
ぱ
ら
著
作
と
講
演
、
そ

れ
に
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
当
た
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、「
意
味
中
心
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
究
所
」（M

eaning-C
entered 
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C
ounselling Institute: M

C
C

I

）
の
所
長
、「
個
人
的
意
味
に
関
す
る
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（International N

etw
ork on Personal 

M
eaning: IN

PM

）
の
会
長
を
務
め
て
い
る
。

ウ
ォ
ン
博
士
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
「
意
味
中
心
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
セ
ラ
ピ
ー
」（M

eaning-C
entered C

ounseling and T
herapy: 

M
C

C
T

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
分
野
で
は
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
が
有
名
で
あ
る
。
ウ
ォ
ン
博
士
の
理
論

は
フ
ラ
ン
ク
ル
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
中
心
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
セ
ラ
ピ
ー
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
セ
ラ
ピ
ー
、

比
較
文
化
心
理
学
な
ど
の
理
論
を
取
り
入
れ
て
、
そ
の
統
合
を
目
指
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ン
博
士
自
身
は
、
多
く
の
心
理
学
者
か
ら
多
く
の

影
響
を
受
け
た
が
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
他
、
実
存
主
義
心
理
学
者
の
ア
ー
ヴ
ィ
ン
・
D
・
ヤ
ー
ロ
ム
ら
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
た
と
語
っ
て

い
る
。
ウ
ォ
ン
博
士
は
、
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
の
価
値
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
意
味
へ
の
意
志
、
自
己
超
越
を
重
視
し
て
い
る
点
だ
と
い

う
。
ま
た
、
認
知
行
動
療
法
で
は
認
知
思
考
や
認
知
方
法
を
重
視
し
て
い
る
点
、
ま
た
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
心
理
学
で
は
本
人
が
語
る
生
き
た
物

語
を
重
視
す
る
点
が
、
高
く
評
価
で
き
る
と
い
う
。

ウ
ォ
ン
博
士
は
一
つ
の
心
理
学
理
論
が
万
能
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
を
学
び
、
臨
床

に
役
立
て
る
べ
き
だ
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
学
問
的
に
開
か
れ
た
立
場
を
と
っ
て
い
る
背
後
に
は
、
臨
床
家
と
し
て
ク
ラ

イ
エ
ン
ト
の
苦
し
み
を
切
実
に
感
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
理
論
や
方
法
を
使
っ
て
、
苦

し
み
を
和
ら
げ
た
い
と
の
強
い
思
い
が
あ
る
。

翻
っ
て
、
日
本
の
精
神
的
状
況
を
考
え
る
と
、
生
き
る
意
味
を
見
出
せ
ず
苦
し
ん
で
い
る
人
が
多
い
。
学
校
、
高
齢
者
施
設
は
勿
論
、
企

業
人
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
日
本
人
は
、
戦
後
、
科
学
の
進
歩
や
経
済
の
発
展
を
追
い
求
め
て
き
た
が
、
今
、
人
々
は
生
き
る
こ
と
に
疲

れ
て
い
る
。「
進
歩
」
も
「
発
展
」
も
美
し
い
言
葉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
虚
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
立
ち
止
ま
っ
て
人
間
と
し
て

の
生
き
方
を
顧
み
る
時
期
で
あ
る
。
生
き
る
意
味
を
真
正
面
か
ら
扱
う
ウ
ォ
ン
博
士
の
提
唱
す
る
「
意
味
中
心
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
セ
ラ
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ピ
ー
」
が
、
こ
の
現
代
人
の
苦
悩
の
一
端
の
解
決
の
鍵
を
提
供
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
著
作
の
目
的
が
十
分
果
た
さ
れ
た
と
思
う
。

著
書
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
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論
文
は
、
一
二
〇
編
を
超
え
、
現
在
、「
実
存
主
義
心
理
学
・
心
理
療
法
国
際
学
会
誌
」(International Journal of E

xistential 

Psychology and Psychotherapy

）の
編
集
委
員
や「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
心
理
学
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
誌
」（Journal 

of H
um

anistic Psychology and G
lobal M

anagem
ent

）
の
編
集
委
員
を
務
め
て
い
る
。

ウ
ォ
ン
博
士
の
こ
の
翻
訳
が
、
不
安
な
現
代
社
会
で
生
き
る
知
恵
と
力
を
得
る
機
会
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。


