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【
第
六
回
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
】

和
解
の
神
学

尹　
　

哲　

昊

ナ
グ
ネ
・
訳

Ⅰ　

序
論

わ
れ
わ
れ
は
破
れ
の
あ
る
分
裂
し
た
世
に
生
き
て
い
る
。
破
れ
と
分
裂
は
、
家
庭
、
社
会
、
国
家
、
世
界
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い

て
一
般
的
な
現
象
と
な
っ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
家
族
の
葛
藤
、
地
域
で
の
葛
藤
、
貧
富
間
の
葛
藤
、
労
使
間
の
葛
藤
が
非
常
に
深
刻

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
韓
半
島
は
世
界
で
唯
一
残
さ
れ
た
分
断
国
家
と
し
て
、
南
北
間
の
葛
藤
が
最
も
先
鋭
な
仕
方
で
起
こ
り
つ
つ
あ
る

場
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
最
近
は
北
朝
鮮
の
継
続
的
な
核
実
験
や
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
に
よ
り
、
緊
張
と
葛
藤
が
い
っ
そ
う
高
潮
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
）
1
（

。
世
界
中
至
る
と
こ
ろ
で
葛
藤
や
暴
力
が
絶
え
ず
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
前
世
紀
に
起
き
た
世
界
で
最

も
残
酷
な
暴
力
的
事
態
の
一
つ
は
、
従
属
的
葛
藤
に
よ
る
ル
ワ
ン
ダ
で
の
集
団
虐
殺
で
あ
る
。
一
九
九
四
年
、
多
数
を
占
め
る
部
族
の
フ
ツ

族
に
よ
っ
て
大
々
的
な
集
団
虐
殺
が
行
わ
れ
た
結
果
、
百
余
万
名
の
ツ
チ
族
が
殺
害
さ
れ
、
数
万
名
の
女
性
た
ち
が
強
姦
さ
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
A
I
D
S
感
染
の
被
害
者
と
な
っ
た
）
2
（

。
今
世
紀
に
入
っ
て
も
、
宗
教
や
人
種
間
の
葛
藤
、
ま
た
そ
れ
に
起
因
す
る
暴
力
と
テ
ロ
は

終
わ
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
ス
ン
ニ
派
武
装
集
団
の
イ
ス
ラ
ム
国
（
I
S
）
が
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
対
象
に
無
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差
別
の
民
間
人
テ
ロ
を
行
っ
て
い
る
）
3
（

。

和
解
に
向
け
て
希
望
の
持
て
る
知
ら
せ
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
最
近
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
政
府
と
左
翼
コ
ロ
ン
ビ
ア
武
装
革
命
軍
（
F
A
 

R
C
）
は
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
れ
て
き
た
内
戦
に
終
結
を
も
た
ら
す
平
和
協
定
に
最
終
合
意
し
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
内
戦

は
、
南
米
で
最
も
長
期
に
わ
た
る
左
右
武
装
闘
争
に
よ
っ
て
現
在
ま
で
に
二
六
万
名
が
死
亡
し
、
四
万
五
千
名
が
失
踪
し
た
。
カ
ス
ト
ロ
に

よ
っ
て
牽
引
さ
れ
た
キ
ュ
ー
バ
革
命
に
刺
激
を
受
け
た
農
民
軍
指
導
者
た
ち
は
一
九
六
四
年
に
F
S
R
C
を
組
織
し
、
左
翼
政
府
の
樹
立

を
目
標
と
し
て
、
過
去
五
二
年
間
政
府
軍
と
闘
っ
て
き
た
。
政
府
と
F
A
R
C
は
平
和
協
定
に
関
す
る
論
議
の
終
わ
り
に
、
F
A
R
C
の

武
装
解
除
と
合
法
政
党
の
構
成
、
内
戦
に
よ
る
犠
牲
者
へ
の
補
償
、
F
A
R
C
の
資
金
源
で
あ
っ
た
麻
薬
の
流
通
を
根
絶
す
る
こ
と
な
ど
に

合
意
し
た
）
4
（

。

破
れ
あ
り
、
分
裂
し
た
世
に
あ
っ
て
生
き
て
い
く
わ
れ
わ
れ
に
は
癒
し
と
回
復
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
癒
し
と
回
復
は
和
解
を
通
し
て

の
み
可
能
と
な
る
。
和
解
の
主
題
に
は
、
家
族
の
葛
藤
、
社
会
階
層
（
富
め
る
者
と
貧
し
い
者
、
企
業
家
と
労
働
者
な
ど
）
間
の
葛
藤
、
男

女
差
別
、
障
害
者
差
別
、
人
種
差
別
、
権
力
に
よ
る
暴
力
、
性
的
暴
力
、
民
族
の
分
裂
、
宗
教
間
の
葛
藤
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
諸

問
題
に
よ
っ
て
破
れ
と
分
裂
の
あ
る
現
実
の
中
で
和
解
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
地
上
に
神
の
国
を
具
現
す
る
た
め
に
神
の
宣
教
を
実
践
す
る

こ
と
と
一
つ
で
あ
る
。

拙
論
は
、
破
れ
、
分
裂
、
葛
藤
、
暴
力
と
い
う
現
実
の
中
で
、
和
解
と
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
の
道
を
公
的
神

）
1

（
訳
注学

の
観
点
か
ら
模
索
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
と
個
人
の
間
に
お
け
る
和
解
と
い
う
よ
り
は
、
集
団
と
集
団
の
間
に
お
け
る
関
係
に
お
い
て

道
徳
的
秩
序
を
修
復
し
、
社
会
的
関
係
を
再
樹
立
す
る
過
程
と
し
て
の
和
解
の
道
を
、
真
実
、
悔
い
改
め
、
赦
し
、
正
義
、
癒
し
な
ど
の
諸

概
念
と
の
連
関
性
の
中
で
考
察
す
る
こ
と
と
な
る
。
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Ⅱ　

公
的
神
学
と
し
て
の
和
解
の
神
学

キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
教
会
内
信
徒
た
ち
の
た
め
の
内
的
談
論
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
教
会
外
の
人
々
と
の
意
思
疎
通
が
理
解
可
能

な
仕
方
で
可
能
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
和
解
に
関
す
る
談
論
は
、
宗
教
的
領
域
の
み
な
ら
ず
、
社
会
政
治
的
領
域
に

お
い
て
も
活
発
に
成
し
遂
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
宗
教
的
な
和
解
と
社
会
政
治
的
和
解
と
を
分
離
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
は
、
具
体
的
な
社
会
政
治
的
現
実
に
お
い
て
暴
力
を
拒
否
し
、
和
解
と
平
和
を
具
現
す
べ
き
公
的
課
題
を
持
っ
て
い
る
。
和
解
は

共
存
す
る
こ
と
以
上
の
こ
と
で
あ
る
。
和
解
と
は
、
調
和
的
関
係
の
回
復
を
意
味
す
る
。
和
解
は
、
加
害
者
と
被
害
者
が
も
う
こ
れ
以
上
過

去
に
縛
ら
れ
ず
、
互
い
を
受
け
入
れ
、
相
互
の
信
頼
を
回
復
す
る
こ
と
を
も
っ
て
調
和
的
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
和
解
は
、
神
と

の
垂
直
関
係
に
お
け
る
個
人
的
救
い
の
み
な
ら
ず
、
隣
人
と
こ
の
世
と
の
水
平
関
係
に
お
け
る
調
和
な
ら
び
に
両
者
が
一
つ
と
な
る
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
解
は
単
に
個
人
的
領
域
に
お
け
る
私
的
主
題
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
社
会
政
治
的
領
域
に
お
け
る
公
的

主
題
な
の
で
あ
る
。
社
会
政
治
的
領
域
を
含
む
全
て
の
人
間
の
公
的
領
域
は
、
神
の
普
遍
的
和
解
の
摂
理
の
内
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神

と
の
関
係
に
お
け
る
和
解
は
、
こ
の
世
と
の
社
会
政
治
的
関
係
に
お
け
る
和
解
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

教
会
成
長
と
か
リ
バ
イ
バ
ル
を
も
た
ら
さ
れ
た
神
の
恵
み
と
か
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
主
日
毎
に
言
及
し
て
い
な
が
ら
、
社
会
で
起
こ
っ

て
い
る
階
層
間
の
葛
藤
や
人
種
差
別
、
テ
ロ
、
虐
殺
な
ど
に
つ
い
て
は
一
言
も
言
及
し
な
い
よ
う
な
牧
会
者
た
ち
が
少
な
く
な
い
。
同
様

に
、
自
分
の
魂
を
救
っ
て
く
だ
さ
っ
た
神
の
恵
み
に
つ
い
て
は
日
毎
に
証
し
し
な
が
ら
、
社
会
で
起
こ
り
つ
つ
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
や
差

別
ま
た
暴
力
に
つ
い
て
は
大
し
た
関
心
を
持
た
な
い
で
い
る
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
も
多
い
。
ル
ワ
ン
ダ
で
対
人
種
的
虐
殺
が
起
こ
っ
て
い
た
時

期
に
、
ル
ワ
ン
ダ
は
ア
フ
リ
カ
で
最
も
教
会
が
爆
発
的
な
成
長
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
国
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
国
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
、
自
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己
の
救
い
に
対
す
る
強
い
確
信
を
持
っ
た
、
非
常
に
福
音
的
な
信
仰
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
教
会
は
こ
の
大
量
虐
殺
と
い
う
悲
劇
を

妨
げ
る
た
め
に
大
し
た
役
割
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
は
な
は
だ
し
き
は
聖
職
者
た
ち
や
多
く
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が

こ
の
虐
殺
に
参
与
も
し
た
の
で
あ
っ
た
。

不
義
な
る
社
会
的
現
実
を
変
革
す
る
こ
と
と
は
無
関
係
な
、
個
人
的
繁
栄
や
来
世
に
お
け
る
救
い
の
み
を
約
束
す
る
よ
う
な
現
実
逃
避
的

な
福
音
は
、
安
価
な
恵
み
あ
る
い
は
虚
偽
の
福
音
で
あ
る
。
神
の
宣
教
は
、
こ
の
世
を
離
れ
て
で
は
な
く
、
傷
で
染
み
が
で
き
、
混
乱
し
、

腐
敗
し
た
こ
の
世
の
真
ん
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
破
壊
的
な
諸
力
に
立
ち
向
か
い
、
闘
争
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
ま
た
癒
し
、
赦
し
、
和
解
す
る

こ
と
を
も
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
隣
人
や
社
会
の
傷
あ
る
い
は
そ
の
痛
み
を
無
視
し
、
平
和
な
き
と
こ
ろ
で
宣
言
さ
れ

る
平
和
は
虚
偽
の
平
和
で
あ
る
。「
彼
ら
は
、
お
と
め
な
る
わ
が
民
の
破
滅
を
／
手
軽
に
治
療
し
て
／
平
和
が
な
い
の
に
『
平
和
、
平
和
』

と
言
う
」（
エ
レ
ミ
ヤ
書
八
・
一
一
）。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
お
い
て
（
不
義
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
く
）
不
義
な
る
人
間
を
赦
し
、
自
ら
と
和
解
さ
せ
ら
れ
る
神
の

条
件
な
き
愛
の
物
語
は
、
人
間
の
社
会
政
治
的
状
況
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
公
的
含
意
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
物
語
は
広
く
文

化
的
慣
習
や
期
待
や
社
会
政
治
の
制
度
を
変
革
し
、
こ
れ
ら
の
新
た
な
形
成
を
も
っ
て
、
最
も
広
範
囲
な
公
的
領
域
と
し
て
の
神
の
国
を
地

上
に
お
け
る
先
取
り
と
し
て
具
現
す
る
の
で
あ
る
。
破
れ
、
分
裂
、
差
別
、
紛
争
、
暴
力
と
い
っ
た
現
実
の
中
で
和
解
が
実
現
さ
れ
る
た
め

に
は
、
自
ら
の
変
化
を
含
む
日
常
的
生
に
お
け
る
個
々
人
の
変
化
と
共
に
、
社
会
政
治
的
次
元
で
の
慣
習
的
、
制
度
的
、
体
制
的
変
化
が
共

に
要
求
さ
れ
る
。
互
い
に
隣
接
し
た
場
に
あ
る
二
つ
の
集
団
間
で
、
一
方
の
集
団
が
別
の
集
団
に
危
害
を
加
え
た
り
、
二
つ
の
集
団
が
互
い

に
加
害
し
合
っ
た
り
す
る
よ
う
な
状
況
が
あ
る
と
き
、
暴
力
の
継
続
的
悪
循
環
を
中
止
さ
せ
、
そ
こ
に
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
に
必
ず
求
め

ら
れ
る
の
は
和
解
で
あ
る
。
あ
る
集
団
が
別
の
集
団
か
ら
不
当
な
加
害
を
受
け
、
ひ
ど
く
苦
し
め
ら
れ
た
と
き
、
被
害
を
受
け
た
集
団
の
構

成
員
は
自
ら
萎
縮
し
、
か
弱
い
存
在
で
あ
る
と
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
世
を
危
険
な
場
と
認
識
し
、
他
の
集
団
に
属
す
る
人
々

を
敵
と
見
な
す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
闘
争
的
と
な
り
、
彼
ら
自
身
が
他
の
集
団
に
対
し
て
暴
力
を
ふ
る
う
加
害
者
と
な
り
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易
い
の
で
あ
る
）
5
（

。
加
害
者
に
対
す
る
正
義
を
要
求
し
、
被
害
者
の
生
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
し
て
加
害
者
の
み
な
ら
ず
被
害
者
た

ち
自
身
が
再
び
他
者
に
対
す
る
加
害
者
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
に
、
個
人
的
次
元
と
共
に
社
会
的
・
公
的
次
元
で
の
和
解
と
い
う
も
の

が
必
ず
や
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
、
個
人
的
和
解
と
社
会
的
和
解
と
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
個
人
的
和
解
は
、
被
害
者
の
傷
つ
け

ら
れ
た
人
間
性
が
回
復
さ
れ
る
と
き
に
起
こ
る
。
こ
の
回
復
は
神
の
働
き
で
あ
る
。
和
解
の
経
験
は
犠
牲
者
を
新
し
い
場
へ
と
連
れ
行
く
。

時
と
し
て
、
和
解
と
い
う
経
験
は
犠
牲
者
を
特
殊
な
召
命
へ
と
導
く
こ
と
も
あ
る
。
社
会
的
和
解
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
成
功
を
収
め
る
に
は
、

和
解
を
果
た
し
た
個
々
人
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
で
あ
る
。
個
人
的
和
解
は
社
会
的
和
解
を
育
成
し
、
そ
の
強
化
を
助
け
る
。
し
か

し
、
社
会
的
和
解
が
個
人
的
和
解
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
社
会
的
和
解
は
社
会
の
道
徳
的
秩
序
を
再
樹
立
す
る
過
程
で

あ
る
。
社
会
的
和
解
は
道
徳
性
に
、
す
な
わ
ち
正
義
に
深
く
関
心
を
傾
け
る
の
で
あ
る
）
6
（

。

ロ
バ
ー
ト
・
シ
ュ
ラ
イ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
個
人
的
次
元
と
社
会
的
次
元
に
お
け
る
悔
い
改
め
、
赦
し
、
和
解
の
順
序
は
同
一
で
は
な
い
。

個
人
的
次
元
に
お
け
る
和
解
の
過
程
は
、
神
に
よ
る
癒
し
の
力
を
経
験
し
た
犠
牲
者
か
ら
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
犠
牲
者
の
内
側
で
内

的
な
和
解
が
起
こ
る
。
神
に
よ
る
癒
し
の
力
を
経
験
し
た
犠
牲
者
は
、
加
害
者
を
赦
す
た
め
に
神
を
呼
び
求
め
る
。
犠
牲
者
の
内
的
癒
し
と

和
解
と
が
悪
事
を
行
っ
た
人
に
対
す
る
赦
し
を
可
能
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
赦
し
の
結
果
、
加
害
者
の
悔
い
改
め
が
期
待
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
加
害
者
は
被
害
者
の
赦
し
を
経
験
す
る
こ
と
で
悔
い
改
め
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
解
の
過
程
は
、
和
解
―
赦
し
―
悔

い
改
め
と
い
う
順
序
を
と
る
）
7
（

。
そ
の
反
面
、
社
会
的
和
解
は
、
悔
い
改
め
―
赦
し
―
和
解
と
い
う
過
程
を
踏
む
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
社

会
的
和
解
に
お
い
て
は
、
公
的
和
解
と
こ
れ
に
伴
う
赦
し
と
が
最
終
的
な
和
解
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
和
解
に
お
い
て

は
、
公
的
正
義
を
追
及
す
る
こ
と
が
和
解
の
過
程
に
対
す
る
信
頼
性
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
8
（

。
個
人
的
次
元
と
社
会
的
次
元
に
お

い
て
は
、
和
解
の
過
程
の
順
序
が
逆
転
す
る
と
い
う
シ
ュ
ラ
イ
タ
ー
の
見
解
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
的
次
元
で
は
悔
い
改
め
以
前
の
和
解
と
赦
し
も
可
能
で
あ
る
が
、
社
会
的
次
元
で
は
悔
い
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改
め
な
き
赦
し
と
和
解
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
人
的
次
元
に
お
い
て
は
愛
の
法
（
和
解
、
赦
し
）
が
優
先
さ
れ

る
と
し
て
も
、
社
会
的
次
元
に
お
い
て
は
愛
の
法
が
実
現
さ
れ
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
正
義
の
法
（
悔
い
改
め
）
が
優
先
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

個
人
的
和
解
に
つ
い
て
は
文
化
に
よ
る
違
い
に
大
き
い
も
の
が
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
社
会
的
和
解
の
ほ
う
は
文
化
的
偏
差
に
大
き
な

も
の
が
見
ら
れ
る
。
社
会
的
和
解
が
遂
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
に
お
い
て
も
、
個
人
的
和
解
は
起
こ
り
得
る
。
し
か
し
、
個
人
的
和
解
が
全
然

起
こ
っ
て
い
な
い
場
で
社
会
的
和
解
が
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
想
像
す
る
の
も
困
難
で
あ
る
。
社
会
的
和
解
の
実
現
の
た
め
に
は
、

和
解
を
遂
げ
た
一
群
の
個
々
人
に
よ
る
指
導
力
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
個
々
人
は
社
会
的
和
解
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
十
分

条
件
で
は
な
い
。
個
人
的
和
解
と
社
会
的
和
解
の
目
的
は
相
互
に
連
関
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
同
じ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
個
人

的
和
解
の
目
的
が
傷
つ
い
た
人
間
性
の
回
復
と
癒
し
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
社
会
的
和
解
の
目
的
は
過
去
の
暴
力
が
再
び
起
こ
ら
ず
、
正
義

に
基
づ
い
た
よ
り
安
全
な
社
会
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
る
。
社
会
的
和
解
の
過
程
に
お
け
る
真
理
と
正
義
の
問
題
は
、
決
し
て
無
視
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
）
9
（

。Ⅲ　

キ
リ
ス
ト
教
的
和
解
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
霊
性

和
解
と
は
、
単
に
心
理
的
・
社
会
的
次
元
に
お
け
る
人
間
的
課
題
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
究
極
的
に
は
神
学
的
次
元
に
お
け
る
神
の

贈
り
物
で
あ
る
。「
和
解
は
、
単
に
わ
れ
わ
れ
が
傾
け
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
の
結
果
と
し
て
起
こ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が

神
の
民
の
物
語
の
中
に
入
っ
て
生
き
る
と
き
に
受
け
、
ま
た
享
受
す
る
こ
と
と
な
る
特
別
な
贈
り
物
で
も
あ
る
の
だ
）
10
（

」。
キ
リ
ス
ト
教
的
和

解
は
、
一
般
の
社
会
奉
仕
団
体
や
政
府
機
構
の
掲
げ
る
目
標
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
和
解
は
、
た
だ
専
門
的
技
術
や
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プ
ロ
グ
ラ
ム
や
戦
略
な
ど
を
用
い
て
、
こ
の
世
の
葛
藤
的
諸
状
況
を
迅
速
に
解
決
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
問
題
あ
る
状
況
を
神
の
物
語
と

結
び
付
け
、
神
の
物
語
を
通
し
て
状
況
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

和
解
と
は
、
何
に
も
増
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
新
し
い
創
造
に
つ
い
て
の
約
束
を
実
現
し
て
行
か
れ
る
神
の
旅
程
で
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
新
し
い
創
造
の
た
め
の
こ
の
旅
程
に
参
加
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
聖
書
の
物
語
は
、
和
解
の
た
め
に
な

さ
れ
た
神
の
旅
程
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
書
の
神
の
物
語
は
、
破
れ
や
葛
藤
の
あ
る
こ
の
世
的
状
況
に
お
い
て
、

神
が
ど
の
よ
う
に
和
解
を
成
し
遂
げ
て
行
か
れ
る
か
、
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
聖
書
物
語
の
あ
ら
す
じ
の
核
心
は
、
創
造
、
堕
罪
、
和

解
、
新
し
き
創
造
で
あ
る
。
聖
書
物
語
に
お
け
る
神
は
、
繰
り
返
し
神
に
反
逆
す
る
人
間
の
た
め
に
和
解
の
契
約
を
更
新
さ
れ
、
新
し
い
創

造
を
約
束
さ
れ
る
（
イ
ザ
ヤ
書
六
五
・
一
七
）。
何
よ
り
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語
は
、
万
物
を
和
解
さ
せ
ら
れ
る
神
の
ビ
ジ
ョ
ン
を

明
ら
か
に
見
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
と
死
と
復
活
の
中
に
現
れ
た
神
の
国
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的

和
解
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
源
泉
な
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
の
物
語
は
、
神
に
よ
る
和
解
が
不
義
な
る
人
間
に
対
す
る
神
の
対
価
な
き
赦
し
を
通
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ

る
。「
父
よ
、
彼
ら
を
お
赦
し
く
だ
さ
い
。
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
の
で
す
」（
ル
カ
二
三
・
三
四
）。
自
分
を
十
字
架
に
架

け
る
敵
対
者
た
ち
の
た
め
に
な
さ
れ
た
こ
の
赦
し
の
祈
り
に
よ
っ
て
、
全
て
の
罪
人
が
、
神
の
恵
み
に
よ
り
、
対
価
な
く
赦
し
を
受
け
て
神

と
和
解
す
る
こ
と
と
な
り
、
他
の
人
々
と
も
和
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
神
の
赦
し
は
対
価
な
く
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
た

だ
人
間
の
罪
に
対
し
て
目
を
つ
ぶ
り
、
そ
の
不
義
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
安
価
な
赦
し
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
神
の
愛
は
神
の
正

義
よ
り
は
る
か
に
大
き
く
深
い
も
の
で
あ
る
。
十
字
架
は
、
単
に
神
の
正
義
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
人
間
の
出
来
事
で
は
な
く
、

人
間
へ
と
向
か
う
神
の
自
己
犠
牲
的
な
愛
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
神
の
赦
し
は
、
ま
さ
に
こ
の
神
の
自
己
犠
牲
的
な
愛
か
ら
出
て
く
る
。

そ
の
子
を
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
差
し
出
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
罪
を
赦
し
、
わ
れ
わ
れ
を
神
と
和
解
さ
せ
て
く
れ
る

こ
う
し
た
神
の
自
己
犠
牲
的
な
愛
が
、
こ
の
世
に
お
け
る
個
人
と
個
人
、
集
団
と
集
団
間
の
赦
し
と
和
解
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
（
ガ
ラ
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テ
ヤ
書
三
・
二
六
―
二
八
）。

キ
リ
ス
ト
教
的
和
解
に
お
け
る
霊
性
の
核
心
は
、
和
解
が
究
極
的
に
神
の
愛
の
贈
り
物
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
に
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
和
解
の
た
め
に
働
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
和
解
を
つ
く
り
出
し
、
こ
れ
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
和
解
を
成
し

遂
げ
ら
れ
る
方
は
神
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
贈
り
物
と
し
て
与
え
ら
れ
る
和
解
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
和
解
の
神
学
と
霊
性

の
核
心
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
神
の
和
解
の
贈
り
物
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
の
和
解
の
使
命
が
与
え
ら
れ
る
（
Ⅱ

コ
リ
ン
ト
五
・
一
八
―
一
九
）。

シ
ュ
ラ
イ
タ
ー
は
霊
性
と
し
て
の
和
解
に
関
す
る
パ
ウ
ロ
の
教
え
の
要
点
を
次
の
五
つ
に
要
約
し
て
い
る
）
11
（

。
第
一
に
、
和
解
は
神
の
働
き

で
あ
る
。
神
は
犠
牲
者
の
生
の
中
で
和
解
の
働
き
を
始
め
ら
れ
る
。
神
は
加
害
者
が
破
壊
し
よ
う
と
し
た
犠
牲
者
の
人
間
性
を
回
復
さ
せ
て

く
だ
さ
る
。
和
解
と
い
う
経
験
は
、
傷
つ
い
た
人
間
性
が
神
と
の
関
係
に
お
い
て
回
復
さ
れ
る
恵
み
の
経
験
で
あ
る
。
和
解
が
神
の
働
き
で

あ
る
の
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
の
使
者
」（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
五
・
二
〇
）
で
あ
る
。
和
解
は
、
わ
れ
わ
れ
を
通
し
た
神
の
働
き
の
中

で
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
霊
性
と
戦
略
は
、
両
者
の
均
衡
と
そ
の
間
に
均
衡
と
の
相
互
作
用
が
必
要
で
あ
る
。
戦
略
が
行
動
と

実
践
を
通
し
て
霊
性
に
形
を
提
供
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
霊
性
は
戦
略
を
導
く
必
要
が
あ
る
。
第
三
に
、
和
解
の
経
験
は
犠
牲
者
と
加
害
者
を

共
に
新
し
い
被
造
物
と
す
る
（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
五
・
一
七
）。
神
が
回
復
さ
せ
ら
れ
る
人
間
性
は
、
不
義
や
暴
力
と
い
っ
た
苦
し
み
の
経
験
を

否
定
し
た
り
忘
却
し
た
り
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
経
験
を
変
革
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
犠
牲
者
の
回
復
し
た
人
間
性
は
、
苦
痛
を
伴

う
暴
力
に
つ
い
て
の
経
験
を
新
し
い
目
的
に
向
け
て
変
革
さ
れ
た
形
態
へ
と
包
む
こ
と
と
な
る
。
第
四
に
、
新
し
い
人
間
性
を
創
造
す
る
和

解
の
過
程
は
、
神
の
和
解
の
「
原
型
物
語
（m

aster narrative

）」
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
と
死
そ
し
て
復
活
の
物
語
に
お
い

て
発
見
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
苦
し
い
暴
力
の
経
験
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
が
な
さ
れ
た
働
き
に
関
す
る
物
語
の
中
で
変
革
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
第
五
に
、
和
解
の
過
程
は
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
世
界
の
完
成
と
共
に
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
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Ⅳ　

真
実
と
和
解

和
解
の
出
発
点
は
、
過
去
を
忘
却
し
た
り
抑
圧
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
過
去
に
対
面
し
、
過
去
の
真
実
を
糾
明
す
る
こ
と

に
あ
る
。
真
実
と
は
、
起
こ
っ
た
出
来
事
と
そ
の
出
来
事
に
関
し
て
語
ら
れ
た
事
柄
の
間
の
一
致
を
意
味
す
る
。
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事

が
回
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
12
（

。
和
解
は
過
去
に
関
す
る
真
実
の
記
憶
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
の
道
徳
的
秩
序
を
再

建
す
る
た
め
に
は
、
起
こ
っ
た
出
来
事
に
つ
い
て
の
真
実
が
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
体
制
下
に
あ
っ
て
恣
行

さ
れ
た
過
酷
な
人
権
蹂
躙
や
集
団
的
暴
力
に
関
す
る
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
に
つ
い
て
共
有
さ
れ
る
真
実
を
樹
立
す

る
こ
と
が
和
解
を
遂
げ
る
た
め
の
先
決
条
件
な
の
で
あ
る
。「
嘘
に
基
づ
い
た
り
、
現
実
か
ら
顔
を
背
け
た
仕
方
で
な
さ
れ
る
和
解
と
い
う

も
の
は
真
の
和
解
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
和
解
は
長
続
き
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
）
13
（

」。
真
実
が
癒
し
と
赦
し
と
和
解
の
基
礎
な
の
で
あ

る
。加

害
者
に
よ
り
一
方
的
に
起
こ
さ
れ
た
暴
力
の
真
相
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
被
害
者
の
罪
な
き
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
、
被
害
者
の
精

神
的
苦
痛
を
緩
和
す
る
助
け
と
な
る
。
同
様
に
、
真
実
を
宣
告
す
る
こ
と
は
、
世
が
暴
力
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
被
害
者
を
安
堵
さ
せ
、
こ
の
世
と
の
関
係
を
回
復
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
さ
ら
に
、
加
害
者
が
む
し
ろ
被
害
者
を
非
難
し
な
が

ら
、
自
ら
こ
そ
は
被
害
者
で
あ
る
と
い
っ
た
主
張
を
す
る
場
合
に
、
加
害
者
の
暴
力
的
行
動
の
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
加
害
者
が

も
う
そ
れ
以
上
そ
の
よ
う
な
主
張
を
で
き
な
く
な
る
よ
う
に
す
る
。

真
実
は
し
ば
し
ば
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
加
害
が
一
方
的
な
も
の
で
な
く
、
双
方
向
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
場
合
が
、
時
と

し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
こ
う
し
た
歴
史
が
加
害
者
の
暴
力
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
害
者
が
自
ら
の
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暴
力
行
為
の
真
実
を
直
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
癒
し
も
赦
し
も
和
解
も
困
難
で
あ
る
。
ル
ワ
ン
ダ
の
集
団
虐
殺
か
ら
生
き
残
っ
た

一
人
の
女
性
は
こ
う
語
っ
た
。「
万
一
、
彼
ら
が
私
に
真
実
を
語
ら
な
い
な
ら
、
万
一
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
行
っ
た
こ
と
を
認
め
な
い
な

ら
、
ど
う
し
て
私
は
彼
ら
を
赦
す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
）
14
（

」。

二
〇
世
紀
に
は
、
諸
国
に
お
い
て
暴
力
や
分
裂
に
よ
り
染
み
の
こ
び
り
付
い
た
過
去
を
清
算
し
、
新
し
い
未
来
へ
と
出
て
行
く
た
め
に
、

真
実
委
員
会
と
い
う
も
の
が
構
成
さ
れ
た
。
真
実
委
員
会
は
、
過
去
の
特
定
期
に
起
こ
っ
た
集
団
的
暴
力
や
深
刻
な
人
権
侵
害
に
関
す
る
真

実
を
糾
明
し
、
過
去
を
清
算
す
る
こ
と
を
も
っ
て
分
裂
や
敵
対
心
を
克
服
し
、
新
し
い
和
合
へ
と
至
る
未
来
に
向
か
い
行
く
た
め
の
門
を
開

く
こ
と
を
そ
の
目
標
と
し
て
い
る
。
真
実
委
員
会
の
役
割
は
、
傷
を
癒
し
、
共
同
的
未
来
を
つ
く
る
た
め
の
最
初
の
段
階
と
し
て
真
実
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
葛
藤
や
邪
悪
な
犯
罪
と
い
う
遺
産
を
文
書
に
記
録
し
、
事
実
認
定
を
す
る
こ
と
で
あ
る
）
15
（

。
つ
ま
り
、
真
実
委

員
会
の
任
務
は
、
特
定
の
時
期
や
体
制
に
お
い
て
起
こ
っ
た
暴
力
を
記
録
し
、
暴
力
の
主
た
る
原
因
を
究
明
し
、
今
後
は
同
様
な
こ
と
が
二

度
と
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
提
案
す
る
こ
と
で
あ
る
。
真
実
委
員
会
は
、
司
法
的
裁
判
を
通
し
て
「
認
定
、
責
任
性
、
市

民
的
価
値
を
示
す
新
し
い
国
家
的
物
語
に
お
い
て
そ
の
出
来
事
を
規
定
す
る
こ
と
」
を
助
け
る
の
で
あ
る
）
16
（

。

過
去
に
関
す
る
真
実
糾
明
は
、
報
復
的
正
義
と
は
異
な
る
修
復
的
正

）
2

（
訳
注義
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
・
フ
ァ
ー
レ
ン
ホ
ル
ツ
に
よ

れ
ば
、「
記
憶
と
い
う
技
術
は
、
後
ろ
を
振
り
返
る
行
為
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
生
き
生
き
と
し
た
未
来
志
向
的
社
会
を
建
設
す
る
た
め
に
、

過
去
の
苦
し
み
を
変
形
さ
せ
る
努
力
を
す
る
こ
と
に
あ
る
）
17
（

」。
し
た
が
っ
て
、
真
実
委
員
会
は
真
実
に
つ
い
て
の
糾
明
を
越
え
て
、
和
解
を

促
進
す
る
よ
う
委
任
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
真
実
委
員
会
の
焦
点
は
真
実
を
調
査
し
糾
明
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
真
実
と
は
社
会
あ
る

い
は
国
家
全
体
の
和
解
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
南
ア
フ
リ
カ
の
「
真
実
和
解
委
員
会
（T

ruth and R
econciliation C

om
m

ission  

以
下

T
R
C
）」
は
、
真
実
糾
明
を
越
え
て
「
過
去
の
葛
藤
や
分
裂
を
越
え
て
立
つ
理
解
と
い
う
精
神
に
お
い
て
、
国
家
の
一
致
と
和
解
を
促
進

す
る
よ
う
」
委
任
さ
れ
た
）
18
（

。
他
の
真
実
委
員
会
と
は
異
な
り
、
T
R
C
は
赦
免
権
や
修
復
的
正
義
の
た
め
の
権
限
を
付
与
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
T
R
C
は
自
ら
の
暴
力
行
為
を
自
白
し
、
そ
の
行
為
が
政
治
的
動
機
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
加
害
者
で
あ
る
場
合
に
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は
そ
の
人
を
赦
免
し
、
犠
牲
者
と
生
存
者
の
た
め
の
補
償
を
提
案
で
き
る
と
い
う
権
限
を
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
19
（

。
T
R
C
は
公
開
聴
聞

会
を
通
し
て
、
犠
牲
者
た
ち
が
加
害
者
を
赦
す
よ
う
誘
導
し
た
。
T
R
C
に
よ
る
報
告
書
は
、
被
害
者
と
加
害
者
の
間
の
多
様
な
赦
し
と

和
解
の
物
語
を
掲
載
し
て
い
る
）
20
（

。
T
R
C
が
赦
し
と
修
復
的
正
義
を
強
調
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
議
長
で
あ
る
ツ
ツ
大
主
教
を
は
じ
め
と

す
る
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
た
ち
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
公
開
的
な
証
言
過
程
は
、
T
R
C
の
最
も
大
き

な
成
果
と
し
て
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
）
21
（

。

Ⅴ　

悔
い
改
め
と
赦
し
と
癒
し

加
害
者
の
悔
い
改
め
と
赦
罪
な
く
し
て
は
、
真
の
和
解
と
平
和
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
真
の
悔
い
改
め
と
赦
し
に
よ
る
相
互
的
関
係

の
回
復
を
通
し
て
具
現
す
る
。
和
解
は
加
害
者
の
悔
い
改
め
を
被
害
者
が
受
け
入
れ
、
赦
し
、
抱
擁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
就
す
る
。
加
害

者
が
自
ら
の
責
任
を
認
め
、
自
分
の
行
動
に
つ
い
て
謝
罪
し
、
赦
し
を
求
め
る
こ
と
は
、
被
害
者
が
加
害
者
を
赦
す
こ
と
に
寄
与
す
る
）
22
（

。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
悔
い
改
め
が
赦
し
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
悔
い
改
め
が
な
け
れ
ば
赦
し
は
難
し
い
。
人
間
に
と
っ
て

赦
し
と
は
、
過
去
に
支
配
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
赦
し
は
、
別
の
未
来
の
た
め
に
決
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
赦
し
は
過
去
を
無

視
し
た
り
忘
れ
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
過
去
を
無
視
し
た
り
忘
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
犠
牲
者
を
見
下
し
、
犠
牲
者
が

受
け
た
苦
し
み
や
痛
み
を
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。

赦
し
と
は
忘
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
仕
方
で
記
憶
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
忘
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
の
一
部
を
消
す
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
人
格
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
を
消
す
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
和
解
と
赦
し
を
経
験
し
た
後
に
、
神
の
観
点
か
ら
別
の
仕
方
で
こ
れ
を
記
憶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
が
過
去
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を
忘
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
過
去
の
否
定
的
な
感
情
に
も
う
こ
れ
以
上
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
）
23
（

。
赦
し
は
、
傷
を
も

た
ら
し
た
行
為
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
赦
し
は
、
犠
牲
者
が
加
害
行
為
の
持
続
的
な
影
響
と
、
そ
れ
を
持
つ
関
係
に
関
す
る
こ
と
で
あ

る
。
過
去
の
行
為
が
帳
消
し
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
犠
牲
者
が
、
他
者
を
赦
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
が
自
ら
の
生

を
支
配
し
、
指
示
す
る
力
を
持
っ
た
行
為
か
ら
自
由
と
な
る
地
点
に
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
の
し
る
し
で
あ
る
）
24
（

」。
赦
し
は
、
犠
牲
者
が
か

つ
て
傷
を
受
け
た
出
来
事
が
指
示
す
る
軌
道
に
は
従
わ
ず
、
別
の
未
来
の
方
向
を
選
び
取
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

赦
し
の
力
は
、
究
極
的
に
は
神
か
ら
来
る
。
神
は
あ
ら
ゆ
る
赦
し
の
源
泉
で
あ
る
。
神
は
ま
さ
に
赦
し
に
お
い
て
自
ら
の
力
を
現
さ
れ

る
。
赦
し
の
力
は
愛
の
力
で
あ
る
。
神
の
愛
は
赦
し
を
可
能
と
す
る
。
神
の
愛
に
よ
る
赦
し
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
現
れ
た

（
ル
カ
福
音
書
二
三
・
三
四
）。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
犠
牲
者
は
神
を
呼
び
求
め
る
こ
と
を
も
っ
て
、
赦
し
が
神
か
ら
出
て
来

る
と
い
う
こ
と
を
認
め
、
神
の
赦
し
に
参
与
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
皆
、
誰
か
か
ら
の
被
害
者
で
あ
る
と
同
時
に
誰
か
に
対
す
る
加
害
者
で
あ

る
。
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
罪
が
赦
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
人
間
性
が
回
復
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
加
害
者
の

悪
行
も
赦
さ
れ
、
彼
ら
の
人
間
性
も
回
復
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

公
的
神
学
に
お
い
て
は
、
赦
し
は
た
だ
個
人
的
・
私
的
次
元
の
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
的
・
公
的
次
元
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
で
赦
し
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
集
団
、
民
族
、
国
家
全
体
が
別
の
集
団
、
民
族
、
国
家
全
体
の
暴
力
や
加
害
を
赦
す
行
為
と
し
て
見
な

さ
れ
る
。
国
家
的
次
元
に
お
け
る
和
解
は
、
個
々
人
の
間
で
の
赦
し
の
み
な
ら
ず
、
諸
集
団
（
人
種
、
民
族
、
階
層
、
性
な
ど
の
違
い
に
よ

る
）
間
の
赦
し
と
、
よ
り
平
等
な
社
会
・
経
済
・
政
治
的
制
度
の
樹
立
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
は
、
政
治

的
・
公
的
領
域
に
お
け
る
赦
し
と
い
う
も
の
が
四
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
真
実
、
寛
容
、
共
感
、
そ
し
て
破
壊
さ
れ
た
人
間
関
係
を

回
復
す
る
た
め
の
献
身
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
述
べ
る
）
25
（

。

個
人
的
関
係
の
み
な
ら
ず
社
会
的
関
係
）
26
（

に
お
い
て
も
、
赦
し
は
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
加
害
者
（
集
団
）
か
ら
何
ら
か
の
も
の
を
要
求
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
悔
い
改
め
が
赦
し
に
寄
与
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
が
赦
し
の
必
要
前
提
条
件
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で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）
27
（

。
悔
い
改
め
が
な
く
て
も
赦
し
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
対
価
な
く

与
え
ら
れ
る
神
の
赦
し
に
基
づ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
和
解
の
神
学
の
本
来
的
特
徴
で
あ
る
。
神
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
だ
悔
い
改
め
る
前
の
罪

人
で
あ
っ
た
と
き
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
罪
を
赦
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
赦
し
は
、
神
の
限
り
な
い
愛
の
表
現
で

あ
る
。
神
の
赦
し
に
は
、
人
間
の
悔
い
改
め
を
呼
び
起
こ
す
力
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
現
さ
れ
た
神
の
限
り

な
い
愛
の
赦
し
を
真
に
経
験
す
る
と
き
に
わ
れ
わ
れ
は
悔
い
改
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
神
と
の
（
そ
し
て
隣
人
と
の
）
和
解
の
道
へ

と
歩
み
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

悔
い
改
め
な
い
加
害
者
を
赦
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
被
害
者
が
加
害
者
を
赦
し
て
も
、
加
害
者
が
最
後
ま
で

悔
い
改
め
な
い
の
な
ら
、
そ
の
赦
し
は
実
際
に
は
効
力
を
発
揮
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
真
の
関
係
回
復
、
す
な
わ
ち
和
解
は
不
可
能
と
な

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
書
は
悔
い
改
め
な
き
敵
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
赦
す
よ
う
に
教
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
神
が
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
と
敵
対
し
て
い
た
わ
れ
わ
れ
の
罪
を
赦
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
赦
し
に
は
悔
い
改
め
を
呼
び
起
こ
す

力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
加
害
者
が
最
後
ま
で
悔
い
改
め
な
い
こ
と
で
、
被
害
者
と
加
害
者
と
の
間
の
真
の
和
解
が
不
可
能
と
な

る
場
合
に
は
、
被
害
者
が
加
害
者
に
施
し
は
し
て
も
そ
の
効
力
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
赦
し
が
地
に
落
ち
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
神
の
い
っ
そ
う
大
き
な
恩
寵
と
し
て
、
そ
れ
は
後
に
被
害
者
に
返
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
（
マ
タ
イ
福
音
書

五
・
四
四
―
四
八
）。

赦
し
と
癒
し
の
両
者
は
循
環
関
係
に
あ
る
。
一
方
で
、
赦
し
は
癒
し
を
前
提
と
す
る
。
集
団
虐
殺
（
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
、
ル
ワ
ン
ダ
で
の
虐

殺
）
の
よ
う
な
む
ご
た
ら
し
い
出
来
事
か
ら
、
か
ろ
う
じ
て
生
き
残
っ
た
生
存
者
た
ち
に
対
し
て
、
い
っ
た
い
誰
が
大
胆
に
も
加
害
者
を
赦

す
よ
う
に
と
要
求
で
き
る
だ
ろ
う
か
？　

こ
れ
ら
の
人
々
は
、
特
に
加
害
者
集
団
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
自
分
た
ち
を
非
常
に
矮
小
な
存

在
と
感
じ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
う
し
た
状
態
に
あ
っ
て
は
真
に
加
害
者
を
赦
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態

に
お
い
て
加
害
者
を
赦
す
と
い
う
こ
と
は
、
真
の
赦
し
に
至
る
こ
と
で
は
な
く
、
加
害
者
の
力
に
対
し
て
心
理
的
に
屈
服
す
る
と
い
う
こ
と
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と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
の
赦
し
が
起
こ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
加
害
者
に
対
す
る
心
理
的
屈
服
か
ら
脱
け
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
赦
し
は
被
害
者
の
心
理
的
癒
し
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
赦
し
は
癒
し
を
も
た
ら
す
。
赦
し
は
被
害
者
の
精
神
的
健
康
、
す
な
わ
ち
癒
し
の
た
め
に
有
益
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
・
フ
ァ
ー
レ

ン
ホ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、「
赦
し
は
、
悪
な
る
行
為
が
二
人
の
人
あ
る
い
は
集
団
間
に
も
た
ら
さ
れ
た
歪
曲
、
す
な
わ
ち
強
奪
を
受
け
た
力
や

無
気
力
と
い
っ
た
も
の
を
矯
正
す
る
）
28
（

」。
赦
し
は
、
怒
り
や
復
讐
心
か
ら
の
自
由
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
赦
す
と
き
、
わ
れ

わ
れ
は
心
理
的
・
霊
的
な
重
荷
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
る
）
29
（

。
換
言
す
れ
ば
、
赦
し
は
被
害
者
を
過
去
の
束
縛
か
ら
解
き
放
ち
、
そ
の
人
に
新
し

い
未
来
を
開
く
の
で
あ
る
。

和
解
が
起
こ
る
た
め
に
は
、
被
害
者
だ
け
で
な
く
加
害
者
も
癒
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
加
害
は
一
方
的
な
も
の
で
は
な
く
双

方
的
な
場
合
が
多
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
双
方
共
に
加
害
者
で
あ
る
と
同
時
に
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
場
合
が
多
い
。
同
様
に
、
加

害
者
と
被
害
者
が
明
ら
か
に
区
別
で
き
る
場
合
で
は
あ
っ
て
も
、
あ
る
集
団
が
別
の
集
団
に
対
す
る
加
害
者
と
な
る
の
は
、
以
前
そ
れ
と
は

別
の
集
団
か
ら
危
害
を
被
っ
て
い
た
が
ゆ
え
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
は
な
く
と
も
、

加
害
者
は
自
ら
自
分
の
暴
力
的
行
動
に
よ
っ
て
傷
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
加
害
者
は
、
自
分
が
他
の
人
々
に
危
害
を
加
え
る
と
き
、
自
ら
に

負
わ
さ
れ
た
傷
か
ら
癒
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
癒
し
は
、
加
害
者
を
し
て
自
ら
の
行
動
を
振
り
返
る
よ
う
に
し
、
被
害
者
の
苦
し
み
や
痛
み

に
共
感
し
て
、
和
解
へ
導
く
過
程
に
参
与
す
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
）
30
（

。

Ⅵ　

正
義
と
和
解

正
義
は
和
解
に
必
須
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
正
義
が
無
視
さ
れ
た
和
解
は
偽
り
の
和
解
で
あ
る
。
特
に
、
社
会
的
和
解
は
正
義
を
要
求
す
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る
。
犠
牲
者
た
ち
が
被
っ
た
深
刻
な
暴
力
に
よ
る
苦
痛
は
、
単
純
に
無
視
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
抑
圧
的
状
態
か
ら
何
も
起
こ
ら
な

か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
単
純
に
解
放
状
態
へ
移
り
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
義
に
よ
っ
て
綴
り
合
わ
さ
れ
た
過
去
と
は
真
っ
す
ぐ
に
対
面

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
義
と
は
、
過
去
の
悪
行
（
あ
る
い
は
善
行
）
が
そ
の
ま
ま
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
れ
に
相
応
す
る
報
い
が
成
し
遂

げ
ら
れ
る
こ
と
を
言
う
。
正
義
を
追
い
求
め
る
こ
と
の
な
い
平
和
は
、
偽
り
の
平
和
で
あ
る
。
抑
圧
に
対
す
る
抵
抗
、
不
義
に
対
す
る
預
言

者
的
批
判
、
自
由
の
た
め
の
闘
争
な
ど
は
、
和
解
と
平
和
の
前
提
条
件
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
殺
人
者
の
犯
罪
を
単
に
「
な
か
っ
た
こ
と

と
」
見
な
す
こ
と
で
、
殺
人
者
を
赦
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
い
つ
で
も
正
義
が
先
行
さ
れ
て
こ
そ
和
解
は
可
能
と
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
？

正
義
な
く
し
て
は
和
解
も
な
い
と
い
う
立
場
を
固
守
す
る
人
々
が
い
る
。
過
去
の
過
ち
に
対
す
る
告
発
や
責
任
の
追
及
な
く
し
て
、
ま
た

過
去
に
受
け
た
傷
の
癒
し
な
く
し
て
、
そ
の
ま
ま
過
去
を
埋
葬
し
、
忘
れ
、
こ
れ
を
赦
そ
う
と
す
る
態
度
は
、
決
し
て
真
の
関
係
回
復
、
す

な
わ
ち
和
解
と
平
和
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
和
解
以
前
に
正
義
は
必
ず
先
に
実
現
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
義
が
厳
格
に
実
現
さ
れ
て
こ
そ
和
解
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
和
解
は
永
遠
に
不
可
能
と
な
る
に
ち
が
い
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
世
か
ら
正
義
が
厳
格
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
不
義
を
行
っ
た
者
が
全
く
悔
い
改
め
、
心

か
ら
赦
し
を
求
め
る
こ
と
も
非
常
に
ま
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
で
は
、
不
義
が
依
然
と
し
て
蔓
延
し
て
い
る

現
実
の
中
で
新
し
い
未
来
を
創
造
す
る
た
め
に
和
解
を
遂
げ
る
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ヴ
ォ
ル
フ
は
「
正
義
が
先
で
、
そ
の
あ
と
に
和
解
が
」
と
い
う
命
題
の
問
題
点
を
三
つ
指
摘
し
て
い
る
）
31
（

。
第
一
に
、
正
義
は
あ
る
程
度
特

殊
な
個
人
や
集
団
な
ど
に
よ
っ
て
相
対
的
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
個
人
や
諸
集
団
は
、
そ
れ
な
り
に
正
当
な
理
由
を
提

示
し
な
が
ら
も
、
互
い
に
自
分
た
ち
こ
そ
被
害
者
で
あ
っ
て
、
相
手
が
加
害
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
い
か
な
る
正

義
の
追
求
も
部
分
的
に
は
不
義
に
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
新
し
い
不
義
を
つ
く
り
出
し
も
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の

行
動
は
曖
昧
さ
を
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
不
義
な
も
の
で
あ
る
。
厳
格
な
正
義
と
い
う
も
の
は
不
可
能
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で
あ
る
た
め
、
厳
格
な
正
義
を
前
提
と
す
る
平
和
と
い
う
も
の
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
和
の
た
め
に
は
し
ば
し
ば
「
正

義
」
で
は
な
く
「
可
能
な
限
り
に
お
け
る
正
義
」
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
厳
格
な
正
義
が
可
能
だ
と
し
て
も
、
果
た
し
て
そ

れ
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
か
は
疑
問
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
正
義
が
満
足
で
き
る
と
し
て
も
、
葛
藤
と
い
う
関
係
に
あ
る
当
事

者
た
ち
は
継
続
し
て
不
和
な
る
関
係
に
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
義
に
よ
る
満
足
は
、
か
つ
て
の
過
ち
を
矯
正
す
る
こ
と
は
で
き

て
も
、
犠
牲
者
と
加
害
者
の
間
の
交
際
を
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
真
に
（
他
者
と
の
関
係
性
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の

構
成
要
素
で
あ
る
）
わ
れ
わ
れ
を
癒
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
）
32
（

。

正
義
に
は
処
罰
的
（punitive
）
あ
る
い
は
報
復
的
（retributive

）
正
義
と
修
復
的
（restorative

）
正
義
が
あ
る
。
処
罰
的
正
義
と
は
、

犯
罪
者
を
逮
捕
、
裁
判
、
判
決
、
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。
処
罰
的
正
義
は
、
加
害
者
に
対
す
る
処
罰
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
し
か
し
処
罰

的
正
義
は
し
ば
し
ば
報
復
的
正
義
へ
と
変
貌
す
る
。
次
の
よ
う
な
ヴ
ォ
ル
フ
の
言
葉
は
、
反
芻
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。「
真
心
か
ら
の
真

実
追
求
に
正
直
で
な
い
こ
と
は
頻
繁
で
あ
り
、
正
義
の
た
め
に
な
さ
れ
る
非
妥
協
的
な
闘
争
に
は
不
義
が
非
常
に
多
い
も
の
で
あ
る
）
33
（

」。
こ

れ
と
は
異
な
っ
て
、
修
復
的
正
義
と
は
、
加
害
者
、
被
害
者
、
共
同
体
に
対
し
て
共
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
処
罰
的
正
義
に
お
け
る
補
償
が

加
害
者
に
対
す
る
処
罰
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
修
復
的
正
義
に
お
け
る
補
償
は
、
危
害
を
受
け
た
人
々
に
有
益
と
な
る
よ
う
行
動
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
修
復
的
正
義
は
、
加
害
者
の
行
動
に
対
す
る
責
任
的
補
償
を
被
害
者
に
提
供
し
、
葛
藤
を
解
決
し
、
共
同
体
の
修
復
を

目
指
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
被
害
者
の
た
め
の
正
義
を
追
求
し
つ
つ
も
、
同
時
に
加
害
者
・
被
害
者
・
共
同
体
の
間
の
調
和
を
修
復
す

る
道
を
探
そ
う
と
す
る
。
ハ
ワ
ー
ド
・
ゼ
ア
に
よ
れ
ば
、「
修
復
的
正
義
は
真
っ
す
ぐ
に
直
す
こ
と
、
和
解
、
新
し
い
確
信
を
促
進
す
る
解

決
を
追
求
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
被
害
者
、
加
害
者
、
共
同
体
を
含
む
）
34
（

」。
修
復
的
正
義
は
、
加
害
者
と
被
害
者
の
間
の
対
話
を
通
し
て
、

加
害
者
の
不
義
な
行
動
に
対
す
る
責
任
を
問
う
だ
け
で
な
く
、
社
会
あ
る
い
は
国
家
共
同
体
の
中
に
赦
し
や
和
解
の
雰
囲
気
を
つ
く
ろ
う
と

す
る
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
け
る
「
正
義
の
後
に
、
赦
し
と
和
解
が
」
と
い
う
命
題
に
対
す
る
対
案
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
物
語
に
お
い
て
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発
見
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
お
い
て
現
さ
れ
た
神
の
正
義
は
、
罪
人
を
処
罰
す
る
と
い
う
よ
う
な
正
義
で
は
な
く
、
罪

人
に
代
わ
っ
て
自
ら
の
子
を
犠
牲
と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
罪
人
を
「
義
と
す
る
愛
の
正
義
」（justifying justice of love

）
で
あ
る
。
十

字
架
に
お
け
る
審
判
者
（the Judge

）
が
被
審
判
者
（the Judged

）
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
罪
を
自
ら
に
転
嫁
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
代
わ

り
に
審
判
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
義
を
わ
れ
わ
れ
に
転
嫁
す
る
。
神
の
こ
の
よ
う
な
愛
の
正
義
は
新
し
い
関
係
の
回
復
、
す
な
わ

ち
、
和
解
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
神
の
愛
の
正
義
に
基
づ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
和
解
の
神
学
は
、
処
罰
的
正
義
で
は
な
く
修
復
的
正
義
を

追
求
す
る
の
で
あ
る
。

和
解
の
追
求
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
が
正
義
を
代
表
し
、
相
手
は
不
義
を
代
表
す
る
と
い
う
よ
う
な
二
分
的
な
考
え
方

で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
と
相
手
の
双
方
の
中
に
、
正
義
と
不
義
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
考
え
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

考
え
を
持
つ
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
、
神
に
よ
る
一
切
の
条
件
な
き
恵
み
が
道
徳
的
判
断
よ
り
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
神
の
御
前
に
あ
っ
て
は
、
義
人
は
一
人
も
い
な
い
の
で
あ
り
、
す
べ
て
が
罪
人
で
あ
る
（
ロ
マ
書
三
・
一
〇
―

一
二
）。
し
た
が
っ
て
、
神
に
よ
る
一
切
の
条
件
な
き
恵
み
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
現
さ
れ
た
神
の
愛
の
赦
し
に
よ
ら
な

け
れ
ば
、
誰
も
義
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
な
ぜ
平
和
や
和
解
の
た
め
に
は
正
義
の
要
求
よ
り
も
恵
み
の

ほ
う
が
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
真
の
和
解
の
た
め
に
正
し
い
こ
と
と
誤
り
と
を
区
別
し
、
そ
の
誤
り
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
正
そ
う
と
す
る
努
力
は
非
常
に
重

要
で
あ
る
。
正
義
の
実
現
は
正
し
い
関
係
形
成
の
基
礎
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
義
に
対
す
る
関
心
が
弱
ま
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
得
な

い
。
し
か
し
、
正
義
は
恵
み
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
枠
の
中
で
追
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
恵
み
か
ら
分
離
し
た
正
義
の
追
求
は
、
暴

力
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
も
可
能
と
す
る
。
恵
み
に
よ
る
和
解
は
、
厳
格
な
正
義
と
い
う
土
台
の
上
に
樹
立
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
キ
リ

ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
死
ん
で
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
神
が
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
自
ら
の
愛
を
確
証
さ
れ
た
の
は
、「
わ
た
し

た
ち
が
ま
た
罪
人
で
あ
っ
た
と
き
」（
ロ
マ
書
五
・
八
）
の
こ
と
で
あ
る
。
悪
と
不
義
は
拒
否
さ
れ
て
も
、
悪
を
行
う
人
が
ま
だ
悔
い
改
め
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に
は
至
れ
ず
に
お
り
、
し
た
が
っ
て
未
だ
正
義
が
全
き
仕
方
で
具
現
で
き
な
い
で
い
る
よ
う
な
状
態
で
、
そ
う
し
た
悪
を
行
う
人
を
愛
に

よ
っ
て
赦
し
、
両
腕
で
抱
擁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
な
う
、
恵
み
に
よ
る
和
解
は
、
悪
と
不
義
の
存
在
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
世

に
お
い
て
、
平
和
を
創
造
す
る
た
め
の
唯
一
の
道
で
あ
る
。
こ
の
和
解
は
、
未
だ
依
然
と
し
て
排
他
的
か
つ
閉
鎖
的
な
孤
立
を
追
い
求
め
て

い
る
人
々
の
い
る
状
況
に
お
い
て
、
そ
し
て
ま
た
完
全
な
正
義
と
調
和
が
実
現
さ
れ
得
ず
に
い
る
状
況
に
お
い
て
、
具
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅶ　

和
解
の
働
き
人
と
和
解
の
旅
程

キ
リ
ス
ト
者
は
、
こ
の
破
れ
た
世
に
あ
っ
て
和
解
の
働
き
手
と
し
て
の
召
し
を
受
け
る
。
和
解
は
瞬
間
的
な
問
題
解
決
と
い
う
よ
う
な
事

柄
で
は
な
く
、
一
つ
の
長
い
旅
程
で
あ
る
。
オ
ー
ド
リ
ー
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
は
、
和
解
の
過
程
が
、
社
会
的
次
元
に
お
い
て
は
次
の
六
つ
の

段
階
で
構
成
さ
れ
る
と
い
う
）
35
（

。
第
一
は
、
過
去
に
あ
っ
た
葛
藤
、
暴
力
、
虐
待
に
関
す
る
真
実
の
糾
明
で
あ
る
。
第
二
は
、
被
害
者
の
傷
と

喪
失
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
加
害
者
（
沈
黙
す
る
こ
と
で
暗
黙
的
に
同
調
す
る
傍
観
者
た
ち
を
含
む
）
の
道
徳
的
責
任
を
認
め
る
こ
と
で

あ
る
。
第
三
は
、
加
害
者
に
対
す
る
被
害
者
の
寛
容
、
す
な
わ
ち
復
讐
心
を
棄
て
、
新
し
い
未
来
に
向
か
っ
て
歩
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
第

四
は
、
犯
罪
者
た
ち
を
調
査
、
起
訴
、
処
罰
す
る
と
い
っ
た
処
罰
的
正
義
と
は
異
な
っ
て
、
不
義
を
正
し
、
被
害
に
対
す
る
補
償
を
し
、
関

係
性
お
よ
び
未
来
の
行
為
に
お
け
る
建
設
的
な
変
化
を
目
標
と
す
る
修
復
的
正
義
の
樹
立
で
あ
る
）
36
（

。
第
五
は
、
加
害
者
（
集
団
）
に
対
す
る

被
害
者
の
赦
し
と
共
に
、
共
存
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
持
ち
、
両
者
の
敵
対
的
関
係
を
直
そ
う
と
す
る
双
方
の
努
力
で
あ
る
。
第
六
は
、
新

し
い
共
同
的
未
来
に
対
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
の
樹
立
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
和
解
の
旅
程
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
現
さ
れ
た
神
の
和
解
の
物
語
と
共
に
始
ま
り
、
聖
霊
の
導
き
に
従
い
行
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く
も
の
で
あ
る
。
和
解
の
旅
程
を
進
み
行
く
和
解
の
働
き
人
に
は
、
次
の
四
つ
の
事
柄
が
必
要
で
あ
る
。

（
1
）
一
歩
後
ろ
に
退
く
こ
と

和
解
の
働
き
人
と
し
て
和
解
の
旅
程
を
始
め
る
前
に
、
そ
し
て
そ
の
旅
程
の
た
だ
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
で
も
キ
リ
ス
ト
教
的
和
解
の

ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
神
の
和
解
の
贈
り
物
に
つ
い
て
の
物
語
を
新
し
く
記
憶
す
る
た
め
に
、

一
歩
後
ろ
に
退
く
必
要
が
あ
る
。
後
ろ
に
退
く
こ
と
は
、
和
解
と
い
う
使
命
を
遂
行
す
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
。「
キ
リ
ス
ト
者
た
ち

が
こ
の
世
の
状
況
を
正
し
く
見
つ
め
、
火
の
つ
い
た
世
界
の
向
こ
う
側
か
ら
や
っ
て
く
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
生
か
し
抜
く
よ
う
な
新
た
な
可
能
性

を
想
像
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
一
歩
後
ろ
に
退
く
能
力
で
あ
る
…
…
退
く
と
い
う
こ
と
は
、
破
れ
た
世
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
こ
の
世
に
向
か
う
神
に
つ
い
て
の
想
像
力
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
）
37
（

」。
わ
れ
わ
れ
が
、
破
れ
や
葛
藤
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
和
解

の
働
き
を
正
し
く
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
い
つ
で
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
、
ま
ず
は
破
れ
や
葛
藤
と
い
う
状
況
か
ら
一
歩
後
ろ
に

退
き
、
祈
り
と
瞑
想
と
礼
拝
の
時
間
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
（
マ
ル
コ
福
音
書
一
・
三
五
）。
祈
り
と
瞑
想
と
礼
拝
の
た
だ
中
で
、
神
の
臨
在

と
和
解
の
贈
り
物
を
新
た
に
経
験
す
る
こ
と
が
、
和
解
の
働
き
の
前
提
で
あ
る
。

（
2
）
嘆
息
と
悔
い
改
め

破
れ
た
世
に
お
い
て
和
解
の
旅
程
を
始
め
る
キ
リ
ス
ト
者
が
第
一
に
な
す
こ
と
は
、
嘆
息
と
悔
い
改
め
で
あ
る
。
嘆
息
と
は
破
れ
に
よ
る

傷
や
苦
し
み
か
ら
く
る
呻
き
で
あ
り
、
絶
叫
で
あ
る
。
嘆
息
は
安
価
な
慰
め
（
エ
レ
ミ
ヤ
書
三
一
・
一
五
）
や
偽
り
の
評
価
に
つ
い
て
の
約

束
（
エ
レ
ミ
ヤ
書
六
・
一
四
）
を
拒
絶
す
る
。
し
か
し
、
嘆
息
は
た
だ
悲
観
的
な
絶
望
の
叫
び
で
は
な
く
、
神
に
向
か
う
叫
び
で
あ
る
（
詩
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編
二
二
・
一
―
二
）。
嘆
息
は
叫
び
に
よ
る
祈
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
破
れ
た
状
況
の
た
め
だ
け
に
嘆
息
す
る
と
い
う
こ

と
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
、
破
れ
た
状
況
の
中
に
あ
っ
て
和
解
を
具
現
す
る
べ
き
解
決

請
負
人
と
し
て
の
み
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
自
身
が
破
れ
や
分
裂
の
一
つ
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
悟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
争
は
、
い
つ
で
も
平
和
と
い
う
名
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
神
の
平
和
を
守
る
と
い
う

名
目
を
も
っ
て
、
十
字
軍
に
よ
る
戦
争
を
自
ら
行
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
は
告
白
教
会
を
除
い
た
ド
イ
ツ
の
教
会
お
よ
び
教
会
指
導
者
た

ち
は
、
ナ
チ
当
局
に
同
調
し
た
。
一
九
九
四
年
の
ル
ワ
ン
ダ
で
起
こ
っ
た
人
種
虐
殺
の
現
場
の
中
に
は
教
会
も
存
在
し
た
し
、
キ
リ
ス
ト
者

も
、
ま
た
は
な
は
だ
し
き
は
牧
会
者
も
虐
殺
に
加
担
し
た
の
で
あ
っ
た
。
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策
は
、
教
会
（
改
革

教
会
）
の
支
持
の
中
で
維
持
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
破
れ
や
分
裂
の
た
だ
中
に
あ
る
こ
の
世
の
一
部
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
記
憶
す
る
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
が
問
題
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
認
識
す
る
と
き
、
わ
れ

わ
れ
は
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
た
め
に
嘆
息
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
自
ら
の
た
め
に
嘆
息
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
悔
い
改
め
を

意
味
す
る
。
他
者
を
変
え
よ
う
と
す
る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
ま
ず
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

自
身
が
ま
ず
変
化
し
、
和
解
を
経
験
す
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
そ
、
他
の
人
の
た
め
の
和
解
の
働
き
を
正
し
く
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
変
化
は
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
贈
り
物
で
あ
る
。
悔
い
改
め
と
変
化
は
一
瞬
の
出
来
事
で
は
な
く
、
神
と
同
行
す
る
旅
程

の
中
で
、
絶
え
ず
起
こ
る
べ
き
出
来
事
で
あ
る
。「
回
心
と
は
、
わ
れ
わ
れ
を
新
し
い
未
来
に
向
け
て
、
新
た
に
忠
誠
を
誓
う
新
し
い
人
へ

と
変
え
よ
う
と
さ
れ
る
神
に
同
行
し
続
け
る
旅
程
で
あ
る
）
38
（

」。
こ
の
旅
程
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
傷
を
も
た
ら
し

た
加
害
者
を
真
に
赦
し
、
併
せ
て
共
に
親
し
い
交
わ
り
を
分
か
ち
合
え
る
人
と
し
て
変
化
す
る
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は
真
に
和
解
の
働
き
人

と
な
り
得
る
の
で
あ
る
）
39
（

。
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（
3
）
共
感
と
理
解

和
解
の
旅
程
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
者
の
な
す
べ
き
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
危
害
を
被
り
傷
つ
け
ら
れ
た
個
人
や
集
団
の
苦
痛
に
共
感
し
、

そ
の
痛
み
を
共
に
分
か
ち
合
う
こ
と
で
あ
る
。
共
感
は
傷
を
癒
し
、
そ
の
苦
痛
を
軽
減
す
る
。
共
感
す
る
に
は
、
破
れ
の
あ
る
現
実
に
あ
っ

て
傷
つ
け
ら
れ
た
人
々
と
共
に
生
活
し
、
彼
ら
の
痛
み
を
共
に
経
験
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
被
害
者
た
ち
が
自
ら
癒
し
や
赦
し
、
そ

れ
に
和
解
の
過
程
に
対
し
て
能
動
的
に
参
与
で
き
る
よ
う
、
彼
ら
自
身
の
声
を
探
し
求
め
、
彼
ら
に
力
を
吹
き
込
ん
で
あ
げ
る
必
要
が
あ

る
。
併
せ
て
、
加
害
者
の
暴
力
を
触
発
し
、
こ
れ
を
放
任
し
た
諸
要
因
に
対
す
る
理
解
も
必
要
で
あ
る
。
加
害
者
の
行
動
は
、
社
会
的
・
文

化
的
・
心
理
的
影
響
力
へ
の
応
答
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ワ
ン
ダ
で
の
集
団
虐
殺
の
場
合
、
そ
こ
に
は
多
く
の
社
会
的
諸
要
因
が
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
経
済
の
政
治
的
混
乱
や
内
戦
、
他
集
団
に
対
す
る
差
別
の
歴
史
、
敵
対
心
を
強
め
る
指
導
者
の
扇
動
、
権
威
に
対
す

る
復
讐
心
、
他
集
団
に
対
す
る
暴
力
の
歴
史
、
社
会
内
外
に
お
け
る
受
動
的
傍
観
、
そ
し
て
加
害
者
に
対
す
る
支
持
や
共
謀
と
い
っ
た
諸
要

因
が
、
集
団
虐
殺
を
助
長
し
た
の
で
あ
る
）
40
（

。
こ
の
よ
う
な
諸
事
実
は
、
果
た
し
て
加
害
者
た
ち
の
責
任
を
軽
減
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
し

て
も
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
理
解
は
、
赦
し
を
よ
り
少
し
で
も
容
易
な
も
の
と
し
、
癒
し
の
助
け
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
加
害
者

集
団
が
、
か
つ
て
被
害
者
た
ち
の
受
け
た
被
害
を
現
在
の
被
害
者
集
団
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
和
解
の
助
け
と
な
る
。
ル
ワ

ン
ダ
で
ツ
チ
族
を
集
団
虐
殺
し
た
フ
ツ
族
は
、
か
つ
て
ツ
チ
族
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
き
差
別
さ
れ
て
お
り
、
ツ
チ
族
と
の
闘
い
で
は
フ
ツ

族
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
41
（

。
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（
4
）
多
様
性
と
相
違
と
を
認
め
る
こ
と
、
抱
擁
す
る
こ
と

和
解
は
、
当
事
者
が
互
い
の
相
違
を
認
め
、
抱
擁
す
る
こ
と
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
和
解
の
神
学
は
、
多
様
性
や
相
違

と
い
う
も
の
が
た
だ
威
嚇
と
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
神
の
創
造
の
秩
序
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
賜
物
で
も
あ
る
と

い
う
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
多
様
性
と
相
違
な
く
し
て
は
調
和
も
美
し
さ
も
な
い
。
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
相
違
は
、
私
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
本
質
的
構
成
要
素
な
の
で
あ
り
、
他
者
と
の
関
係
の
多
様
性
は
、
私
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
豊
か
な
も
の
と
す
る
要
因

で
あ
る
。
人
間
は
多
様
性
と
相
違
と
を
認
め
る
こ
と
、
ま
た
抱
擁
す
る
こ
と
を
通
し
て
和
解
を
具
現
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
神
の
似
姿
へ
と
近

づ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
様
性
と
相
違
と
を
認
め
る
こ
と
、
な
ら
び
に
抱
擁
す
る
こ
と
は
、
単
に
多
元
主
義
的
な
価
値
観
を
受
容
す
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
元
主
義
は
多
様
か
つ
相
違
あ
る
諸
々
の
こ
と
が
全
て
同
等
な
条
件
や
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
皆
全
て
同
じ
条
件
や
状
況
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
間
に
は
富
め
る
者
と

貧
し
い
者
、
健
康
な
人
と
病
者
、
強
者
と
弱
者
、
加
害
者
と
被
害
者
が
い
る
。
真
に
和
解
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
か
弱
き
者
を
よ
り
貴
い

者
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
人
を
守
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
か
弱
き
者
が
被
る
苦
し
み
や
痛
み
に
参
与
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
Ⅰ
コ
リ

ン
ト
一
二
・
二
四
―
二
六
）。

（
5
）
共
同
の
目
標
の
た
め
に
共
に
働
く
こ
と

互
い
に
対
す
る
敵
愾
心
や
否
定
的
見
方
を
克
服
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
一
つ
の
道
は
、
共
同
の
目
標
の
た
め
に
共
に
働
く
こ
と
で
あ

る
。
共
同
の
目
標
の
た
め
に
共
に
働
く
こ
と
で
、
互
い
の
人
間
性
や
類
似
性
を
経
験
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
加
害
者
と
被
害
者
の
間
に



74

お
け
る
赦
し
と
和
解
の
促
進
も
可
能
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
）
42
（

。
大
き
な
苦
し
み
を
経
験
し
た
後
に
、
他
の
人
々
を
助
け
る
た
め
に
、
そ
し

て
暴
力
な
き
世
を
創
造
す
る
た
め
に
共
に
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
、「
苦
し
み
か
ら
生
ま
れ
る
利
他
主
義
（altruism

 born of suffering

）」

と
言
い
得
る
）
43
（

。
教
会
と
キ
リ
ス
ト
者
は
、
政
府
や
そ
の
他
の
多
様
な
次
元
の
社
会
組
織
な
ら
び
に
諸
団
体
と
協
力
し
て
、
こ
の
よ
う
な
共
同

的
参
与
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

Ⅷ　

結
論

キ
リ
ス
ト
教
が
し
ば
し
ば
葛
藤
や
紛
争
の
原
因
と
な
り
、
さ
ら
に
歴
史
上
最
も
醜
悪
な
る
戦
争
の
数
々
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
名
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
本
来
キ
リ
ス
ト
教
は
葛
藤
や
紛
争
で
は
な
く
、
和
解
や
平
和
の
根
源
で

あ
る
。
昨
日
と
今
日
（
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
明
日
）
の
あ
ら
ゆ
る
過
ち
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
者
は
世
の
希
望
で
あ
る
。
こ
の
世

の
葛
藤
や
紛
争
を
終
結
さ
せ
、
和
解
と
平
和
を
具
現
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
最
も
本
来
的
な
公
的
課
題
で
あ
る
。
和
解
の
た

め
の
キ
リ
ス
ト
教
の
公
的
課
題
は
、
た
だ
葛
藤
を
仲
裁
す
る
具
体
的
な
方
法
や
戦
略
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
破
れ
の
あ
る
現

実
の
向
こ
う
側
に
新
し
い
和
解
の
現
実
に
関
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
、
対
案
的
な
生
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
和
解
の
神
学
の
核
心
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
と
死
な
ら
び
に
復
活
に
お
い
て
体
験
さ
れ
た
和
解
の
使
信
と
霊
性
と

に
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
悪
な
る
人
間
た
ち
の
暴
力
に
よ
っ
て
最
も
は
な
は
だ
し
い
苦
し
み
を
被
っ
た
犠
牲
者
と
し
て
、
彼
ら
を

神
の
愛
に
よ
っ
て
赦
す
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
罪
を
負
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
も
っ
て
、
全
て
の
人
間
と
神
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
加
害
者
と
被
害
者

と
の
和
解
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
和
解
の
使
信
は
、
犠
牲
者
が
自
ら
の
物
語
を
イ
エ
ス
の
物
語
の
中
に
入
れ
置
く
こ
と
を
も
っ
て
、
イ
エ
ス

と
共
に
和
解
し
た
人
間
と
し
て
変
わ
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
こ
の
和
解
の
霊
性
は
、
キ
リ
ス
ト
者
を
し
て
犠
牲
者
た
ち
の
苦
し
み
に
加
わ
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る
よ
う
に
さ
せ
、
彼
ら
の
（
ま
た
さ
ら
に
は
加
害
者
の
）
人
間
性
回
復
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
個
人
的
・
社
会
的
次
元
で
の

赦
し
と
和
解
の
働
き
に
献
身
す
る
よ
う
に
す
る
。

和
解
の
旅
程
は
、
全
地
球
的
な
巨
大
な
ビ
ジ
ョ
ン
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
具
体
的
な
日
常
生
活
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
る
。
私
の
こ
と

を
裏
切
り
、
私
に
深
い
傷
を
負
わ
せ
た
人
に
対
す
る
怒
り
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
私
の
生
、
私
が
所
属
し
て
い
る
地
域
社
会
の
破
れ
た
現
実
、

和
解
の
旅
程
と
は
こ
の
よ
う
な
日
常
的
な
生
の
場
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
毎
日
の
日
常
的
現
実
に
深

く
参
与
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
神
の
創
造
さ
れ
た
和
解
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。「
和
解
と
は
、
最
も
平
凡
か
つ
単
純
か
つ

日
常
的
な
現
実
の
中
で
、
教
会
が
超
越
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
に
対
し
て
忠
実
な
も
の
と
な
り
、
ま
た
粘
り
強
く
生
き
る
と
き
に
成
就
す
る
も
の
で

あ
る
。
…
…
和
解
と
は
、
殺
人
者
と
被
害
者
の
家
族
が
一
緒
に
作
業
す
る
中
、
し
ば
し
休
み
を
と
る
間
に
、
同
じ
一
つ
の
カ
ッ
プ
で
バ
ナ
ナ

酒
を
飲
む
こ
と
な
の
で
あ
る
）
44
（

」。

和
解
の
旅
程
な
る
も
の
は
、
神
の
恵
み
の
贈
り
物
と
共
に
出
発
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
旅
程
の
中
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
時
と
し

て
非
常
に
厳
し
い
困
難
や
苦
難
を
経
験
し
得
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
落
胆
し
た
り
、
潰
れ
て
し
ま
っ
た
り
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
困
難
や
苦
難
を
通
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
命
が
現
れ
、
和
解
の
出
来
事
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
四
・
八
―
一
一
）。

　
　
　
訳
注

（
訳
注
1
） ‘public theology ’ 

は
、
日
本
で
は
一
般
に
「
公
共
神
学
」
と
訳
さ
れ
、
韓
国
で
も
こ
れ
ま
で
広
く
「
公
共
神
学
」
と
訳
さ
れ
て
来
た
。
し
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か
し
、
最
近
は
主
と
し
て
長
老
会
神
学
大
学
校
の
教
授
た
ち
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
公
的
神
学
と
教
会
研
究
所
（Institute of Public T

heology 

and C
hurch

）」
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
を
「
公
的
神
学
」
と
訳
す
人
々
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
尹
哲
昊
教
授
の
用
語
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
訳
注
2
） 
尹
哲
昊
教
授
は
本
稿
に
お
い
て ‘R

estorative justice ’ 

の
訳
語
に
「
回
復
的
正
義
」
と
い
う
言
葉
を
当
て
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は

こ
れ
が
一
般
に
「
修
復
的
正
義
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
邦
訳
で
は
「
修
復
的
正
義
」
の
訳
語
を
当
て
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
「
回
復
的
正
義
」
と
は
別
に
使
わ
れ
る
「
回
復
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
上
の
理
由
か
ら
「
修
復
」
と
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
「
回

復
」
と
訳
出
し
て
あ
る
。

（
訳
注
3
） 

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
の
「
我
が
国
」
と
は
「
韓
国
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

三
星
経
済
研
究
所
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
の
我
が
）
3

（
訳
注国

に
お
け
る
葛
藤
関
連
費
用
は
八
二
―
二
四
〇
兆
ウ
ォ
ン
で
あ
り
、
そ
の
葛
藤
指

数
は
O
E
C
D
国
家
の
中
で
二
番
目
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
費
用
を
最
大
の
二
四
〇
兆
ウ
ォ
ン
と
す
る
と
き
、
こ
れ
は
国
内
総
生
産
の
五
分
の

一
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
国
民
が
税
金
を
一
文
た
り
と
も
支
払
わ
な
く
て
よ
く
な
る
よ
う
な
途
方
も
な
い
金
額
で
あ
る
。
し
か
し
、

実
際
の
生
活
に
お
い
て
精
神
的
か
つ
物
質
的
な
葛
藤
に
か
か
る
費
用
は
、
お
金
で
計
算
で
き
る
よ
う
な
も
の
よ
り
も
ず
っ
と
深
刻
で
あ
る
。

 
<http://w

w
w

.yonhapnew
s.co.kr/econom

y/2013/08/20/0325000000A
K

R
20130820170600003.H

T
M

L> 

よ
り
。

（
2
） 

ベ
ル
ギ
ー
に
よ
る
植
民
地
時
代
、
分
割
統
治
と
い
う
戦
略
に
従
っ
て
、
ツ
チ
族
は
少
数
派
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植
民
的
母
国
の
力
を
得

て
ル
ワ
ン
ダ
社
会
を
支
配
し
た
。
し
か
し
、
フ
ツ
族
を
中
心
と
し
た
独
立
運
動
の
結
果
、
一
九
六
二
年
に
ル
ワ
ン
ダ
が
独
立
す
る
と
、
今
度
は

多
数
派
の
フ
ツ
族
が
社
会
を
支
配
し
、
ツ
チ
族
を
弾
圧
し
た
。<http://actiontoday.kr/archives/7186> 

参
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。
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し
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定
的
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評
価
も
な
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わ
け
で
は
な
い
。
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
（apartheid

）
を
明
示
的
あ
る
い
は
暗
黙
的

に
支
持
し
て
い
た
大
多
数
の
白
人
た
ち
が
、
自
ら
の
政
治
的
・
道
徳
的
責
任
や
罪
過
を
認
め
る
よ
う
促
す
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
対
す
る

被
害
者
た
ち
の
赦
し
を
促
す
こ
と
に
劣
ら
ず
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
加
害
者
に
対
す
る
被
害
者
の
赦
し
を
促
進
す
る
こ
と
よ
り
は
、

被
害
者
が
自
ら
の
悲
し
み
や
怒
り
の
感
情
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
事
実
、
公
開
聴
聞
会
を
も
っ
て
、

こ
れ
を
被
害
者
と
加
害
者
の
間
に
お
け
る
真
の
赦
し
を
も
た
ら
し
得
る
適
切
な
場
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
T
R
C
は
、
殺
人
、
拷
問
、

失
踪
、
肉
体
的
傷
害
と
い
っ
た
個
人
的
人
権
侵
害
に
の
み
集
中
し
た
結
果
、
国
家
的
・
共
同
体
的
次
元
に
お
け
る
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
制
度
的

犯
罪
を
看
過
し
、
和
解
を
被
害
者
と
加
害
者
間
の
赦
し
と
い
う
個
人
的
次
元
へ
と
縮
小
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
批
判
も
あ
る
。B

randon 

H
am

ber, “H
ow

 Should W
e R

em
em

ber? Issues to C
onsider W

hen E
stablishing C

om
m

issions and Structures for D
ealing w

ith the 

Past, ” C
entre for the Study of V

iolence and R
econciliation, Johannesburg, 1998. Forgiveness and R

econciliation, p. 269

か
ら
の
孫

引
き
。
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の
第
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要
素
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的
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に
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っ
て
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た
さ
れ
た
記
憶
」
で
あ
る
。
過
去
に
関
す
る
道
徳
的
真
実
は
、
和
解
の
未
来
へ
と
向
か
う
た

め
の
先
決
条
件
と
し
て
赦
し
の
出
発
点
と
な
る
。
赦
し
の
第
二
要
素
は
、
加
害
者
に
対
す
る
復
讐
を
放
棄
す
る
寛
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で
あ
る
（
こ
れ
が
必
ず
し

も
処
罰
の
要
求
放
棄
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
）。
赦
し
の
第
三
要
素
は
共
感
で
あ
っ
て
、
こ
の
共
感
は
理
解
の
要
素
を
含
み
、
加
害
者
の
人

間
性
を
認
め
る
こ
と
、
は
な
は
だ
し
き
は
そ
の
人
が
非
人
間
的
な
行
為
を
す
る
と
き
で
さ
え
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
、
赦
し
は

新
し
い
共
同
の
政
治
共
同
体
を
形
成
す
る
た
め
に
、
破
れ
た
人
間
関
係
を
ま
さ
に
つ
か
み
取
る
こ
と
を
要
求
す
る
。D

onald W
. Shriver Jr., A

n 

E
thic for E

nem
ies: Forgiveness in Politics

（N
ew

 York: O
xford U

niversity Press, 1995

）, pp. 6

―9.

（
26
） 

社
会
は
、
こ
れ
を
個
人
の
よ
う
な
仕
方
で
赦
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
的
次
元
で
の
赦
し
は
、
赦
免
と
し
て
現
れ
る
。
赦
免
と
は
、
行
わ
れ

た
こ
と
に
対
す
る
合
法
的
忘
却
で
あ
る
。
赦
免
の
下
で
は
、
か
つ
て
の
犯
法
行
為
が
も
う
そ
れ
以
上
調
査
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
加
害
者
は

自
ら
の
行
為
に
つ
い
て
の
非
難
や
刑
罰
を
受
け
入
れ
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。Schreiter, T

he M
inistry of R

econciliation, pp. 124

―25.

（
27
） L. G

regory Jones, E
m

bodying Forgiveness: A
 T

heological A
nalysis

（G
rand R

apids, M
ich.: W

m
, B

. E
erdm

ans, 1995

）, xi

―xvii.

（
28
） M

üller-Fahrenholz, T
he A

rt of Forgiveness, pp. 4
―5, 28. 

（
29
） M

. E
. M

cC
ullough and E

. L. W
orthington, “Prom

oting Forgiveness: A
 C

om
parison of T

w
o B

rief Psychoeducational G
roup 

Interventions w
ith a  ‘W

aiting List ’ C
ontrol, ” C

ounseling and Values 40

（1995

）: 55

―69; J. M
. Tem

pleton, W
orldw

ide Law
s of Life: 

200 E
ternal Spiritual Principles

（Philadelphia: Tem
pleton Foundation Press, 1997

）.

（
30
） E

rvin Staub and Laurie A
nne Pearlm

an, “H
ealing, R

econciliation, and Forgiving after G
enocide and O

ther C
ollective V

iolence, ” 

Forgiveness and R
econciliation, p. 208.

（
31
） M

iroslav Volf, “Forgiveness, R
econciliation, &

 Justice, ” Forgiveness and R
econciliation, pp. 38

―40.

（
32
） 

こ
の
よ
う
な
脈
絡
に
お
い
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
赦
し
と
正
義
の
関
係
を
五
つ
に
整
理
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
第
一
、
赦
し
は
正
義
と
無

関
係
で
は
な
い
。
赦
し
は
他
者
を
何
の
条
件
も
な
し
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
赦
し
に
は
、
悪
と
加
害
者
に
対
す
る
拒
否
や
批
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判
が
そ
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
、
し
か
し
、
赦
し
は
正
義
が
完
全
に
具
現
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
万
一
、
正
義

が
完
全
に
実
現
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
赦
し
は
必
要
な
い
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
赦
し
は
厳
格
な
正
義
が
具
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
た
め
に
必
要
な

も
の
な
の
で
あ
る
。
第
三
、
赦
し
は
正
義
の
要
求
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
冒
険
と
約
束
を
共
に
包
含
す
る
。
赦
し
は
加
害
者
が
自
ら

の
不
義
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
脈
絡
と
な
る
。
赦
し
は
加
害
者
が
自
ら
の
悪
を
認
め
、
罪
責
感
を
持
ち
、
悔
い
改
め
に
至
る
よ
う
導
く
。
第

四
、
最
初
の
段
階
で
は
、
赦
し
に
は
い
か
な
る
条
件
も
求
め
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
赦
し
は
加
害
者
の
悔
い
改
め
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
完
結
し
た
赦
し
は
条
件
な
し
で
済
む
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
悔
い
改
め
は
、
赦
し
の
先
行
条
件
と
い
う
よ
り
は
、
可

能
な
る
結
果
な
の
で
あ
る
。
悔
い
改
め
は
赦
し
の
結
果
と
し
て
、
悔
い
改
め
が
な
い
な
ら
罪
責
感
を
拒
否
し
、
赦
し
を
赦
し
と
し
て
受
け
入
れ

る
こ
と
も
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
第
五
、
悔
い
改
め
の
他
に
、
加
害
者
か
ら
奪
い
取
ら
れ
た
も
の
に
対
す
る
補
償
が
な
さ
れ
る
と
き
、
赦
し
は

（
加
害
者
に
と
っ
て
）
最
も
よ
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。Ibid., pp. 45

―47.

（
33
） M

iroslav Volf, E
xclusion and E

m
brace: A

 T
heological E

xploration of Identity, O
therness, and R

econciliation

（N
ashville: A

bingdon, 

1996

）, p. 29.

（
34
） H

ow
ard Zehr, C

hanging Lenses

（Scottsdale, Pa.: H
erald Press, 1995

）, p. 181.  

修
復
的
正
義
に
つ
い
て
は G

. B
razem

ore and M
. 

U
m

breit , “R
ethinking the Sanctioning Function in Juvenile C

ourt: R
etributive or R

estorative R
esponses to Youth C

rim
e, ” C

rim
e 

and D
elinquency 41, no. 3

（1995

）: 296

―316 
を
参
考
の
こ
と
。

（
35
） A

udrey R
. C

hapm
an, “T

ruth C
om

m
issions as Instrum

ents of Forgiveness and R
econciliation, ” Forgiveness and R

econciliation, 

pp. 266

―68.

（
36
） M

artha M
inow

, B
etw

een Vengeance and Forgiveness, p. 91.

（
37
） E

m
m

anuel K
atongole, C

hris R
ice, 『화

해
의

 제
자
도

〈
和
解
の
弟
子
道
〉』, p. 51.

（
38
） Ibid., p. 162.

（
39
） 

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
「
真
実
和
解
委
員
会
」
の
す
ば
ら
し
い
点
は
、
当
委
員
会
が
ツ
ツ
の
よ
う
な
和
解
の
指
導
者
の
導
き
に
よ
っ
て
歴
史
的

不
義
に
関
す
る
真
実
を
、
慈
悲
と
赦
し
に
よ
る
雰
囲
気
の
も
と
で
明
ら
か
に
し
尽
く
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。Ibid., p. 126.

（
40
） Ibid., p. 221.

（
41
） 

そ
の
上
、
加
害
者
集
団
の
中
に
も
集
権
的
勢
力
の
誤
っ
た
政
策
に
反
対
し
て
犠
牲
と
な
っ
た
人
々
、
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
当
時
、
ナ
チ
か
ら
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多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
を
救
っ
た
ド
イ
ツ
の
シ
ン
ド
ラ
ー
の
よ
う
に
、
被
害
者
集
団
の
人
々
を
助
け
よ
う
と
し
た
人
々
が
い
た
。

（
42
） T. F. Pettigrew

, “G
eneralized Intergroup C

ontact E
ffects on Prejudice, ” Personality and Social Psychology B

ulletin 23, no. 2
（1997

）: 173

―85. 

（
43
） E

. Staub, “B
asic H

um
an N

eeds and T
heir R

ole in A
ltruism

 and A
ggression, ” m

anuscript, 1998, D
epartm

ent of Psychology, 

U
niversity of M

assachusetts, A
m

herst. Forgiveness and R
econciliation p. 226 

か
ら
の
孫
引
き
。

（
44
） E

m
m

anuel K
atongole, C

hris R
ice, 『화

해
의

 제
자
도

〈
和
解
の
弟
子
道
〉』, pp. 143

―44.
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