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【
第
六
回
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
】

尹
哲
昊
教
授
「
和
解
の
神
学
」
へ
の
レ
ス
ポ
ン
ス

　
　
　

――
和
解
と
贖
罪

関　

根　

清　

三

【
序
】
深
い
思
索
と
実
践
を
踏
ま
え
、「
和
解
の
神
学
」
の
可
能
性
全
般
に
つ
い
て
周
到
に
論
じ
て
く
だ
さ
っ
た
尹
哲
昊
教
授
の
ご
講
演

に
、
深
甚
な
る
感
謝
と
敬
意
を
表
し
た
い
。
十
字
架
の
贖
罪
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
神
の
贈
り
物
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
和
解
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
と
霊
性
へ
と
立
ち
返
り
、
赦
し
と
悔
い
改
め
、
そ
し
て
癒
し
が
ど
の
よ
う
に
出
来
す
る
か
、
そ
の
和
解
の
旅
程
を
精
緻
に
分
析
し
、

生
き
生
き
と
活
写
し
て
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
論
述
に
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
目
を
開
か
れ
触
発
さ
れ
る
こ
と
多
大
で
あ
っ
た
。
そ
の

「
神
学
」
の
内
部
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
深
い
共
感
を
覚
え
る
の
み
の
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ト
と
し
て
は
、
敢
え
て
外
部
、
そ
の
周
辺
領
域
か
ら
、

問
い
を
投
げ
掛
け
る
と
い
う
形
で
レ
ス
ポ
ン
ス
を
試
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
哲
学
」「
聖
書
学
」「
倫
理
学
」
の
三
領
域
か
ら
の
問
い
掛
け

を
し
て
み
た
い
。
い
さ
さ
か
教
授
の
ご
議
論
の
中
核
か
ら
は
ズ
レ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ズ
レ
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
も
ま
た
あ
る
だ
ろ
う
こ

と
を
期
待
し
つ
つ
。
も
っ
て
尹
教
授
と
の
対
論
、
フ
ロ
ア
ー
か
ら
の
ご
議
論
の
、
さ
さ
や
か
な
誘
い
水
を
提
供
で
き
れ
ば
と
願
う
も
の
で
あ

る
。【

1
】
哲
学
も
「
和
解
」
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
長
い
歴
史
を
有
す
る
。
特
に
こ
こ
で
は
、
ナ
チ
ス
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
以
後
、
ア
ー
レ
ン
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ト
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
デ
リ
ダ
ら
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
が
和
解
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
争
し
、
ま
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
人

哲
学
者
も
戦
後
い
ち
早
く
、
罪
責
と
そ
こ
か
ら
の
清
め
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
前
三
者
は
神
を
持
ち
出
さ
な
い
で
人
間
の

責
任
を
語
る
こ
と
に
努
め
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
エ
レ
ミ
ヤ
を
引
い
て
超
越
者
と
し
て
の
神
に
言
及
す
る
が
、
そ
れ
は
贖
罪
の
神
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
尹
教
授
の
「
和
解
の
神
学
」
の
核
心
は
、
贖
罪
信
仰
に
あ
る
。「
Ⅷ　

結
論
」
に
お
い
て
、「
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
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
」
と
語
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
ご
講
演
は
「
わ
れ
わ
れ
は
破
れ
の
あ
る
分
裂
し
た
世
に
生
き
て
い
る
」
と
い
う
一
文
で

始
ま
り
、
邦
語
と
英
語
の
要
約
の
末
尾
で
は
、「
結
論
と
し
て
、
依
然
と
し
て
キ
リ
ス
ト
者
が
破
れ
の
あ
る
世
の
希
望
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
再
確
認
す
る
」
と
結
ば
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
内
部
に
あ
っ
て
、
こ
の
結
論
に
何
ら
異
議
を
差
し
挟
む
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

贖
罪
の
神
を
信
じ
な
い
外
部
か
ら
見
た
場
合
、「
キ
リ
ス
ト
者
」
と
異
教
徒
を
分
け
る
こ
の
「
結
論
」
が
、
果
た
し
て
新
た
な
「
分
裂
」
を

生
ま
な
い
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。
一
抹
の
不
安
が
残
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

﹇
付
論
：
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
た
ち
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
論
争
﹈　

尹
教
授
の
ご
講
演
は
「
前
世
紀
に
起
き
た
世
界
で
最
も
残
酷
な
暴
力
的
事
態
の

一
つ
」（
Ⅰ　

序
論
）
と
し
て
、
一
九
九
四
年
の
「
ル
ワ
ン
ダ
で
の
集
団
虐
殺
」
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
前
世
紀
、
否
、
人

類
史
上
最
大
の
「
暴
力
的
事
態
」
と
し
て
ナ
チ
ス
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
も
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
ユ
ダ
ヤ
人
・
ド

イ
ツ
人
の
長
い
哲
学
的
論
争
の
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
H
・
ア
ー
レ
ン
ト
）
1
（

は
、
被
害
者
が
加
害
者
へ
の
復
讐
へ
と
走
る
限
り
、

受
け
た
罪
悪
に
縛
ら
れ
、
そ
の
連
鎖
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
か
ら
、
被
害
者
が
自
由
に
生
き
る
た
め
に
、
赦
し
と
罰
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
際
に
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必
要
な
の
は
加
害
者
の
人
格
に
対
す
る
愛
で
は
な
く
、
最
低
限
、
人
格
と
し
て
認
め
る
尊
敬
の
念
で
十
分
だ
と
し
た
。
た
だ
、
ア
ー
レ
ン
ト

は
、
犯
罪
と
意
図
的
な
罪
悪
は
稀
だ
と
し
、
日
常
の
小
さ
な
悪
へ
と
戦
線
縮
小
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
こ
そ
犯
罪

と
意
図
的
な
罪
悪
の
最
大
の
も
の
と
し
、
そ
れ
を
貶
価
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
赦
罪
論
を
超
え
て
、
む
し
ろ
こ
の
問
題
と
正
面
か
ら
格
闘
し
た
の

が
、
V
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
だ
っ
た
。
彼
は
一
方
で
無
限
の
赦
し
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
）
2
（

。
し
か
し
戦
後
二
〇
年
を
経
て
、
ナ
チ
ス
の
協

力
者
た
ち
に
時
効
を
認
め
よ
う
と
い
う
主
張
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
湧
き
上
が
っ
た
と
き
、
二
〇
年
が
、
赦
し
得
ぬ
も
の
が
赦
し
得
る
も
の
に
な

る
た
め
に
十
分
な
時
間
な
の
か
、
と
い
う
強
い
疑
念
を
表
明
し
た
）
3
（

。
ナ
チ
ス
に
よ
る
犯
罪
は
人
道
に
反
す
る
罪
で
あ
る
が
ゆ
え
に
時
効
に
か
か

り
得
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
我
々
は
ド
イ
ツ
国
民
か
ら
赦
し
を
乞
う
声
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
点
か
ら
、
ナ

チ
ス
に
よ
る
罪
を
赦
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
と
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
率
直
に
語
っ
た
（
こ
の
点
は
、
尹
教
授
が
Ⅱ
章
で
、
R
・
シ
ュ
ラ

イ
タ
ー
、
R
・
ニ
ー
バ
ー
を
引
き
つ
つ
、
社
会
的
次
元
で
悔
い
改
め
な
き
赦
し
と
和
解
は
不
可
能
だ
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
と
対
応
す
る
だ
ろ

う
）。
そ
の
意
を
汲
み
つ
つ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
赦
し
得
ぬ
も
の
」
と
い
う
一
点
に
拘
泥
し
て
、
こ
れ
を
鋭
く
批
判
し
た
の
は
、
J
・
デ
リ
ダ
で

あ
る
）
4
（

。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
言
う
よ
う
な
、
赦
し
を
乞
う
こ
と
、
悔
い
改
め
を
す
る
こ
と
、
罪
を
自
覚
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
よ
う
な

赦
し
は
、
条
件
づ
け
ら
れ
た
赦
し
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
所
詮
、「
条
件
つ
き
の
交
換
の
論
理
」、
そ
れ
ゆ
え
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
的
な
商
取
引
」
で

し
か
な
い
。
こ
う
デ
リ
ダ
は
喝
破
す
る
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
考
え
る
よ
う
に
、
も
し
も
、
罪
人
が
自
ら
の
犯
し
た
罪
を
悔

い
、
赦
し
を
乞
う
な
ら
、
罪
人
は
、
も
は
や
全
き
罪
人
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
別
の
者
、
罪
人
よ
り
は
善
い
者
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

限
り
で
は
、
そ
し
て
こ
の
条
件
で
は
、
人
が
赦
す
の
は
、
も
は
や
罪
人
そ
れ
自
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が

無
限
な
赦
し
と
し
た
も
の
は
実
の
と
こ
ろ
、
い
ま
だ
無
条
件
な
赦
し
、
純
粋
な
赦
し
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
デ
リ
ダ
は
ど
の
よ

う
な
赦
し
を
純
粋
な
赦
し
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
デ
リ
ダ
は
明
確
に
こ
う
言
う
。「
赦
し
は
た
だ
赦
し
得
な
い
者
の
み
を
赦
す
の
だ
」、
と
。

デ
リ
ダ
に
お
い
て
、
純
粋
な
赦
し
と
は
、
不
可
能
な
も
の
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
厳
然
と
し
た
ア
ポ
リ
ア
に
留

ま
る
。
だ
が
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
そ
れ
以
上
進
ん
で
思
考
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
デ
リ
ダ
の
意
図
に
お
い
て

は
、
逆
で
あ
る
。
こ
の
赦
し
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
思
考
を
触
発
し
て
止
ま
な
い
は
ず
だ
。
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
は
、

こ
れ
が
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
恩
赦
論
等
に
お
い
て
、
法
を
変
容
さ
せ
進
歩
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
）
5
（

。
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﹇
付
論
：
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
責
罪
論
﹈　

以
上
、
三
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
の
論
争
以
前
に
、
ド
イ
ツ
人
哲
学
者
、
K
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
ド
イ

ツ
人
の
罪
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
の
場
合
、
夫
人
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
、
戦
時
中
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
が
来
た
時
は
共
に
死
の

う
と
拳
銃
を
夫
婦
の
寝
室
に
置
い
て
い
た
ナ
チ
ス
へ
の
批
判
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
戦
後
す
ぐ
、
ド
イ
ツ
人
と
し
て
の
罪
を
率
直
に
認
め
る
と

と
も
に
、
そ
の
清
め
の
可
能
性
に
つ
い
て
模
索
す
る
一
著
を
著
し
た
）
6
（

。
そ
し
て
罪
を
明
ら
か
に
し
、
償
い
の
外
的
な
行
為
を
す
る
と
と
も
に
、

「
超
越
者
た
る
神
を
前
に
し
た
内
的
行
動
を
通
し
て
」
謙
虚
と
な
り
、
他
者
と
の
「
愛
し
な
が
ら
の
戦
い
」
を
通
じ
て
「
真
理
に
お
い
て
互
い

に
結
び
つ
く
」
こ
と
が
清
め
だ
と
し
た
の
だ
っ
た
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
バ
ル
ク
に
対
す
る
エ
レ
ミ
ヤ
の
言
葉
、「
主
は
こ
う
言
わ
れ
る
。
わ
た
し

は
建
て
た
も
の
を
破
壊
し
、
植
え
た
も
の
を
抜
く
。
全
世
界
を
こ
の
よ
う
に
す
る
。
あ
な
た
は
自
分
に
何
か
大
き
な
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の

か
。
そ
の
よ
う
な
期
待
を
抱
い
て
は
な
ら
な
い
」（
四
五
・
四
―
五
）
を
引
い
て
、「
神
が
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
十
分
な
の
だ
。
一
切
が
消

滅
し
て
も
、
神
は
存
在
す
る
。
こ
れ
が
唯
一
の
不
動
の
点
で
あ
る
」
と
も
語
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
贖
罪
の
神
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
贖
罪
の
神
を
受
け
入
れ
な
い
哲
学
的
伝
統
に
あ
っ
て
も
、
和
解
を
め
ぐ
る
傾
聴
す
べ
き
真
摯
な
議
論
と
模
索
が

あ
っ
た
こ
と
を
、
神
学
的
に
和
解
に
つ
い
て
語
る
我
々
も
ま
た
、
視
野
の
ど
こ
か
に
置
い
て
お
く
必
要
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
2
】
次
に
聖
書
学
的
に
見
て
、
そ
も
そ
も
イ
エ
ス
自
身
、
贖
罪
思
想
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ

エ
ス
の
思
想
の
根
幹
は
、
贖
罪
思
想
と
い
う
よ
り
も
、
バ
シ
レ
イ
ア
ー
・
ト
ゥ
ー
・
テ
ウ
ー
、
な
か
ん
ず
く
、
ア
ガ
ペ
ー
の
思
想
で
は
な

か
っ
た
か
。
そ
し
て
贖
罪
思
想
は
、
パ
ウ
ロ
以
降
の
原
始
教
団
の
作
り
出
し
た
信
仰
で
は
な
か
っ
た
か
。
我
々
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
キ

リ
ス
ト
に
倣
う
の
か
、
そ
れ
と
も
パ
ウ
ロ
に
倣
う
の
か
。
問
い
は
こ
う
尖
鋭
化
さ
れ
得
る
か
も
知
れ
な
い
。

﹇
付
論
：
イ
エ
ス
に
贖
罪
思
想
は
あ
っ
た
か
﹈　

こ
の
間
の
事
情
は
微
妙
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
膨
大
な
言
行
録
の
中
で
、
贖
罪
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
の
は
、
厳
密
に
は
、
た
っ
た
二
箇
所
に
過
ぎ
な
い
。
一
つ
は
、「
人
の
子
は
仕
え
ら
れ
る
た
め
で
は
な
く
仕
え
る
た
め
に
、
ま
た
、

多
く
の
人
の
身
代
金
（
リ
ュ
ト
ロ
ン
・
ア
ン
テ
ィ
・
ポ
ッ
ロ
ー
ン
）
と
し
て
自
分
の
命
を
献
げ
る
た
め
に
来
た
の
で
あ
る
」（
マ
ル
コ
福
音
書
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一
〇
・
四
五
）。
も
う
一
つ
は
、
最
後
の
晩
餐
の
葡
萄
酒
に
つ
い
て
語
る
箇
所
、「
こ
れ
は
、
多
く
の
人
の
た
め
に
（
ヒ
ュ
ペ
ル
・
ポ
ッ
ロ
ー

ン
）
流
さ
れ
る
わ
た
し
の
契
約
の
血
（
ト
・
ハ
イ
マ
・
ム
ー
・
テ
ー
ス
・
デ
ィ
ア
セ
ー
ケ
ー
ス
）
で
あ
る
」（
同
書
一
四
・
二
四
）。
こ
の
う

ち
後
者
に
つ
い
て
は
、
パ
ウ
ロ
に
類
例
が
あ
る
（
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
一
・
二
五
、「
こ
の
杯
は
、
わ
た
し
の
血
に
よ
る
新
し
い
契
約
（
ヘ
ー
・
カ

イ
ネ
ー
・
デ
ィ
ア
セ
ー
ケ
ー
・
エ
ン
・
ト
ー
・
エ
モ
ー
・
ハ
イ
マ
テ
ィ
）
で
あ
る
」）。
多
く
の
新
約
学
者
は
、
後
代
パ
ウ
ロ
が
語
っ
て
い
る

イ
エ
ス
の
死
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
、
生
前
の
イ
エ
ス
に
語
ら
せ
た
の
が
、
マ
ル
コ
福
音
書
一
四
章
だ
と
解
す
る
。
と
す
る
と
、
イ
エ
ス
に

確
実
に
遡
る
の
は
た
だ
一
箇
所
、
マ
ル
コ
福
音
書
一
〇
章
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
し
か
も
、
も
し
イ
エ
ス
が
自
己
の
死
の
贖
罪
的
意

義
を
確
信
し
て
い
た
な
ら
ば
、「
我
が
神
、
我
が
神
、
何
故
、
我
を
見
捨
て
た
も
う
た
か
」（
マ
ル
コ
福
音
書
一
五
・
三
四
、
マ
タ
イ
福
音
書

二
七
・
四
六
、
詩
篇
二
二
・
二
）
と
い
う
十
字
架
上
の
最
後
の
イ
エ
ス
の
絶
望
の
叫
び
が
解
せ
な
く
な
る
。
も
し
人
々
の
罪
を
贖
う
と
い
う
、

自
己
の
死
の
意
味
が
明
確
に
イ
エ
ス
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
十
字
架
の
苦
し
み
は
い
か
に
大
き
な
苦
し
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
方

希
望
の
彩
り
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
神
か
ら
選
ば
れ
人
類
の
た
め
に
罪
を
贖
う
と
い
う
壮
大
な
使
命
を
果
た
し
て
い
る
確
信

を
伴
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、「
エ
リ
・
エ
リ
・
レ
マ
・
サ
バ
ク
タ
ニ
」
の
絶
望
の
叫
び
は
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
エ
ス
に
贖
罪
思
想
は
全
く
な
か
っ
た
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
一
つ
な
い
し
二
つ
の
語
り

口
、
特
に
マ
ル
コ
福
音
書
一
〇
章
の
ほ
う
は
、
リ
ュ
ト
ロ
ン
と
い
う
、
旧
約
の
ア
ー
シ
ャ
ー
ム
に
通
じ
る
表
現
を
用
い
、
イ
エ
ス
が
生
前
に
贖

罪
に
つ
い
て
予
感
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
た
と
い
イ
エ
ス
に
贖
罪
の
予
感
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
の
全

思
想
の
中
で
辺
端
に
し
か
位
置
し
て
お
ら
ず
、
中
心
思
想
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
イ
エ
ス
の
死
の

贖
罪
的
意
義
に
つ
い
て
明
確
に
語
っ
て
い
る
の
は
誰
か
。
そ
れ
は
誰
よ
り
も
ま
ず
パ
ウ
ロ
で
あ
る
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
が
「
我
々
の
罪
の
た
め

に
（
ヒ
ュ
ペ
ル
・
ト
ー
ン
・
ハ
マ
ル
テ
ィ
オ
ー
ン
）
死
ん
だ
」（
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
五
・
三
）
と
い
う
言
い
方
で
、
そ
れ
を
定
式
化
し
た
（
他
に

も
、
ロ
マ
書
八
・
一
―
六
等
参
照
）。

﹇
付
論
：
イ
エ
ス
の
中
心
思
想
﹈　

翻
っ
て
、
イ
エ
ス
の
中
心
思
想
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
バ
シ
レ
イ
ア
ー
・
ト
ゥ
ー
・
テ
ウ
ー
、
な
か

ん
ず
く
、
ア
ガ
ペ
ー
の
思
想
で
は
な
い
か
。
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ル
カ
福
音
書
一
〇
章
二
五
―
三
七
節
の
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
は
、
ど
う
し
た
ら
永
遠
の
命
を
得
ら
れ
る
か
と
い
う
律
法
学
者
の
根
源
的
な

問
い
に
、
サ
マ
リ
ア
人
の
よ
う
に
、
身
分
や
宗
教
を
超
え
た
無
差
別
の
愛
、
ま
た
見
返
り
を
期
待
し
な
い
無
償
の
愛
、
す
な
わ
ち
、
ア
ガ
ペ
ー

を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
応
え
る
。
で
は
ど
う
し
た
ら
、
生
来
の
自
己
中
心
的
な
人
間
に
は
困
難
な
ア
ガ
ペ
ー
を
実
践
で
き
る
の

か
。
そ
れ
は
、
マ
タ
イ
福
音
書
に
あ
る
よ
う
に
、
神
の
ア
ガ
ペ
ー
に
覚
醒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
と
い
う
の
が
、
イ
エ
ス
の
根
幹
の
応
え
と
な

る
。「
あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
、『
あ
な
た
の
隣
人
を
愛
し
、
あ
な
た
の
敵
を
憎
め
』
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は

あ
な
た
が
た
言
っ
て
お
く
。
あ
な
た
が
た
の
敵
を
愛
し
（
ア
ガ
パ
テ
・
ト
ゥ
ー
ス
・
エ
ク
ト
ゥ
ル
ー
ス
・
ヒ
ュ
ー
モ
ー
ン
）、
あ
な
た
が
た
を

迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
さ
い
。
…
…
天
の
父
は
悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
、
義
な
る
者
に
も
不
義
な
る
者
に
も
雨
を
降
ら
せ

て
く
だ
さ
る
か
ら
で
あ
る
」（
マ
タ
イ
福
音
書
五
・
四
三
―
四
五
）。
す
な
わ
ち
、
天
の
父
な
る
神
は
、
悪
人
に
も
善
人
に
も
、
義
人
に
も
罪
人

に
も
無
差
別
に
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
を
注
ぐ
。
そ
の
愛
に
覚
醒
す
る
な
ら
ば
、
我
々
も
そ
の
愛
に
満
た
さ
れ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
愛
に
倣
っ
て
、
善

悪
義
不
義
を
問
わ
ず
、
敵
対
す
る
者
を
も
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
我
々
が
お
よ
そ
敵
対
す
る
隣
人
を
愛
し
、
サ
マ
リ

ア
人
の
よ
う
に
行
為
で
き
る
、
そ
の
根
拠
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
件
の
問
い
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
応
え
方
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
イ
エ
ス
の
基
本
に
は
、「
バ
シ
レ
イ
ア
ー
・
ト
ゥ
ー
・
テ
ウ
ー
」（
マ
ル
コ
福
音
書
一
・
一
五
等
）
の
思
想
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
死
後
赴
く
天
国
と
し
て
の
「
神
の
国
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
今
こ
こ
の
現
世
に
神
の
支
配
が
現
れ
る
と
い
っ
た
意
味
が
強
い
。

そ
の
よ
う
な
「
神
の
支
配
」
は
、
で
は
ど
う
し
て
成
就
す
る
か
。
ヨ
ハ
ネ
的
に
言
う
な
ら
ば
、
姦
淫
の
女
の
物
語
（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
八
章
）
に

あ
る
通
り
、
み
な
自
分
が
「
罪
を
犯
し
た
」
者
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
て
、
だ
か
ら
こ
そ
互
い
に
「
罪
に
定
め
ず
」
赦
し
合
い
、
死
で
は
な

く
命
を
与
え
合
う
場
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
マ
タ
イ
福
音
書
的
に
言
え
ば
、「
悪
人
た
ち
の
上
に
も
善
人
た
ち
の

上
に
も
太
陽
を
上
ら
せ
」、
霊
肉
の
命
の
源
と
な
る
神
の
、
無
差
別
の
ア
ガ
ペ
ー
が
人
々
の
心
に
浸
透
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
バ
シ
レ

イ
ア
ー
・
ト
ゥ
ー
・
テ
ウ
ー
の
思
想
は
、
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
、
ア
ガ
ペ
ー
の
思
想
に
淵
源
す
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
イ
エ
ス
の
思
想
の
中
心
は
、
贖
罪
で
は
な
く
ア
ガ
ペ
ー
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
）
7
（

。

【
3
】
更
に
問
い
進
も
う
。
で
は
果
た
し
て
ア
ガ
ペ
ー
の
思
想
は
、
イ
エ
ス
の
専
有
物
で
あ
っ
た
か
否
か
、
と
。
こ
の
点
も
、
聖
書
学
、



89 尹哲昊教授「和解の神学」へのレスポンス̶̶ 和解と贖罪

さ
ら
に
倫
理
学
的
に
は
、
査
問
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
旧
約
聖
書
に
も
、
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
に
も
、
墨
子

の
兼
愛
思
想
に
も
、
そ
の
他
、
随
所
に
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

﹇
付
論
：
旧
約
に
お
け
る
ア
ガ
ペ
ー
﹈　

い
ま
旧
約
の
場
合
に
限
っ
て
検
証
す
る
。
ア
ガ
ペ
ー
は
、
エ
ロ
ー
ス
、
フ
ィ
リ
ア
に
対
し
て
、
新

約
の
イ
エ
ス
が
発
見
し
た
新
し
い
愛
の
形
で
あ
っ
て
、
旧
約
に
ア
ガ
ペ
ー
の
思
想
が
あ
る
は
ず
が
な
い
、
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
正
し
い
か
。
先
に
引
用
し
た
マ
タ
イ
福
音
書
で
イ
エ
ス
が
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
敵
の
思
想
を
述
べ
る
際
、
対
立
文
言
と
し
て

旧
約
を
引
い
て
い
た
（
五
・
四
三
―
四
四
）。
旧
約
で
は
、
レ
ビ
記
一
九
章
一
八
節
に
あ
る
よ
う
に
「
隣
人
を
愛
せ
」
と
し
か
言
わ
れ
て
い

な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る 

。
だ
が
私
見
に
よ
れ
ば
、
実
は
レ
ビ
記
の
一
句
の
前
に
は
、
次
の
一
句
が
先
行
し
て
い
る
点
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。「
心
の
中
で
あ
な
た
の
身
内
の
者
を
憎
ん
で
は
な
ら
な
い
。
復
讐
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
国
の
人
々
を
恨
ん
で
は
な
ら
な
い
」

（
レ
ビ
一
九
・
一
七
―
一
八
）。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、「
隣
人
」
の
中
で
も
、「
あ
な
た
」
に
悪
い
こ
と
を
し
て
、「
憎
」
ま
れ
「
恨
」
ま
れ
て
い

る
、
本
来
は
「
復
讐
」
の
対
象
と
な
る
、
つ
ま
り
広
義
の
「
敵
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
敵
を
愛
せ
よ
、
と
い
う
ア
ガ
ペ
ー
の
使

信
が
、
実
は
既
に
レ
ビ
記
に
は
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
旧
約
は
全
体
と
し
て
は
憎
敵
の
思
い
の
ほ
う
が
優
勢
と
は
い
え
（
例
え
ば
詩

篇
一
三
九
・
二
一
―
二
三
等
）、
注
意
深
く
読
め
ば
、
愛
敵
の
思
い
、
ア
ガ
ペ
ー
の
思
想
を
、
必
ず
し
も
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る

（
レ
ビ
記
以
外
に
も
、
箴
言
二
五
・
二
一
―
二
二
、
イ
ザ
ヤ
五
二
・
一
三
―
五
三
・
一
二
等
。
更
に
言
え
ば
、
フ
ィ
リ
ア
と
し
か
銘
打
っ
て
い

な
い
と
は
い
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
友
愛
論
に
窮
極
的
に
は
ア
ガ
ペ
ー
的
要
素
が
見
出
さ
れ
る
）
8
（

。

も
ち
ろ
ん
旧
約
の
ア
ガ
ペ
ー
思
想
は
未
だ
萌
芽
の
状
態
で
あ
り
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
成
熟
徹
底
し
、
突
き
抜
け
る
と
こ
ろ
ま
で
突
き
抜
け
た

と
見
な
す
こ
と
は
妥
当
だ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
イ
エ
ス
の
根
幹
で
あ
る
ア
ガ
ペ
ー
の
思
想
が
、
必
ず
し
も
イ
エ
ス
だ
け
の
専
有
物
な
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
、
相
対
化
の
視
点
も
ま
た
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

ま
と
め
よ
う
。
二
千
年
前
の
ゴ
ル
ゴ
タ
の
十
字
架
と
い
う
時
空
の
一
点
に
贖
罪
に
よ
る
救
済
を
見
出
す
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
い
き
お
い

他
の
時
間
空
間
の
救
済
を
排
除
す
る
方
向
に
行
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
、
尹
教
授
が
い
み
じ
く
も
指
摘
さ
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れ
る
、「
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
」（
Ⅷ
）
元
凶
が
存
す
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
イ
エ
ス
自
身
は
、
贖
罪
信
仰
と
平
仄
が
合
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
よ
り
広
汎
な
射
程
を
含
む
ア
ガ
ペ
ー
の
思
想
を
根

幹
に
据
え
て
い
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
イ
エ
ス
に
お
い
て
突
き
詰
め
る
と
こ
ろ
ま
で
突
き
詰
め
ら
れ
た
絶
対
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ

つ
も
、
ま
た
他
方
、
時
空
の
そ
こ
か
し
こ
で
見
出
さ
れ
た
普
遍
的
な
真
理
だ
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
相
対
化
す
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
こ
と
が
或
い
は
、「
教
会
外
の
人
々
と
の
意
思
疎
通
」（
Ⅱ
）
を
重
視
さ
れ
る
、
尹
教
授
の
御
意
図
に
沿
う
こ
と
と
も
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
4
】
和
解
の
神
学
は
、
害
悪
が
起
こ
っ
た
後
の
事
後
処
理
の
神
学
で
あ
る
。
そ
し
て
殆
ど
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
害
悪

は
、
世
界
の
そ
こ
か
し
こ
に
出
来
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
、
そ
こ
か
ら
目
を
逸
ら
さ
な
い
和
解
の
神
学
の
必
然
性
と
存
在
意
義
は
ま
こ
と
に

大
き
い
。
し
か
し
そ
れ
は
思
う
に
堪
え
が
た
い
よ
う
な
、
被
害
者
・
加
害
者
と
も
に
永
く
痛
苦
に
満
ち
た
道
行
き
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ

し
て
ま
た
、
世
界
の
す
べ
て
が
害
悪
に
満
ち
満
ち
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
経

験
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
が
、
犯
罪
と
意
図
的
な
罪
悪
は
善
行
よ
り
も
よ
ほ
ど
稀
で
あ
る
と
し
た
こ
と
の
含
蓄
に
、

我
々
は
思
い
を
致
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
十
戒
が
、
神
の
ア
ガ
ペ
ー
へ
の
覚
醒
に
基
づ
い
て
、「
殺
す
こ
と
な
ど
あ
り
得
な

い
」
と
い
う
〈
ロ
ー
＋
未
完
了
〉
の
倫
理
の
理
想
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
の
重
み
を
、
も
っ
と
喜
び
を
も
っ
て
受
け
止
め
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
い
か
に
惨
憺
た
る
現
実
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
否
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
害
悪
未
生
の
理
想
へ
と
憧
憬

の
眼
差
し
を
向
け
た
、
害
悪
を
事
前
に
防
ぐ
倫
理
教
育
に
よ
っ
て
、
和
解
の
神
学
は
補
塡
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
尹

教
授
の
見
事
な
画
龍
は
、
こ
こ
に
点
睛
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

﹇
付
論
：
十
戒
に
お
け
る
罪
の
不
可
能
性
の
理
念
﹈　

そ
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。
ふ
つ
う
「
君
は
殺
し
て
は
な
ら
な
い
」「
姦
淫
し
て
は
な

ら
な
い
」「
盗
ん
で
は
な
ら
な
い
」
等
、
禁
止
命
令
で
訳
さ
れ
る
十
戒
の
基
本
の
形
は
、
否
定
詞
ロ
ー
に
二
人
称
男
性
単
数
の
未
完
了
形
が
つ
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い
た
形
で
、
そ
の
ま
ま
に
訳
せ
ば
「
殺
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
」
等
、
否
定
の
推
量
で
あ
る
。
そ
し
て
否
定
の
推
量
は
、
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
で

も D
u w

irst nicht töten. 

が
不
可
能
性
の
断
定
を
意
味
す
る
よ
う
に
、「
君
は
殺
す
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
」
の
含
意
を
併
せ
持
つ
。
で
は
な

ぜ
十
戒
が
不
可
能
性
を
断
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
言
え
ば
、
そ
の
置
か
れ
た
文
脈
に
明
ら
か
で
あ
る
。
何
の
功
し
も
な
い
の
に
、
エ
ジ
プ
ト

で
の
奴
隷
状
態
か
ら
、
神
の
無
償
の
愛
、
す
な
わ
ち
、
ア
ガ
ペ
ー
に
よ
っ
て
救
い
出
さ
れ
た
、
こ
の
小
さ
き
民
は
、
愛
を
知
り
愛
に
目
覚
め
、

そ
の
愛
の
対
象
で
あ
る
同
胞
の
命
を
奪
う
殺
し
を
、
そ
の
家
庭
を
壊
す
姦
淫
を
、
そ
の
財
産
を
私
す
る
盗
み
を
、
神
の
愛
に
倣
っ
て
、
為
し
よ

う
に
も
為
し
得
な
い
。
そ
の
神
的
ア
ガ
ペ
ー
の
覚
醒
感
を
持
す
る
か
ら
こ
そ
、
殺
人
姦
淫
偸
盗
は
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
倫
理
の
基
本
は

こ
こ
に
あ
る
。
ア
ガ
ペ
ー
に
覚
醒
す
る
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
世
に
愛
と
平
和
は
満
ち
満
つ
る
は
ず
で
あ
る
。
現
実
の
こ
の
世
が
殺
人
姦

淫
偸
盗
の
悲
惨
に
ま
み
れ
て
い
よ
う
と
も
――
だ
か
ら
こ
そ
、
十
戒
は
禁
止
命
令
で
も
あ
る
の
だ
が
――
、
理
想
は
、
こ
の
ア
ガ
ペ
ー
に
基
づ

く
殺
人
姦
淫
偸
盗
の
不
可
能
性
を
高
揚
す
る
こ
と
に
あ
る
）
9
（

。
我
々
は
こ
の
十
戒
の
理
想
に
憧
れ
、
そ
れ
を
倫
理
教
育
の
根
幹
と
せ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
教
育
が
徹
底
し
た
時
、
い
っ
た
ん
破
れ
た
関
係
を
修
復
す
る
、
痛
苦
に
満
ち
た
和
解
の
神
学
を
語
る
ま
で
も
な
く
、

破
れ
は
未
然
に
防
が
れ
、
喜
び
に
満
ち
た
関
係
性
の
張
り
巡
ら
さ
れ
た
世
界
が
出
現
す
る
と
言
っ
て
は
、
余
り
に
楽
観
が
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う

か
。
否
、
た
と
い
そ
れ
が
十
全
に
徹
底
す
る
の
は
、
終
末
の
日
を
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
（
例
え
ば
、
イ
ザ
ヤ
書
一
一
章
）、
そ
こ
に
憧

れ
、
そ
こ
に
少
し
で
も
近
づ
こ
う
と
す
る
不
断
の
努
力
は
、
我
々
の
喜
ば
し
い
義
務
で
は
あ
る
ま
い
か
。

【
跋
】
以
上
、
私
が
こ
だ
わ
っ
て
き
た
四
つ
の
論
点
を
Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ）10
（

流
に
一
言
で
ま
と
め
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。

神
観
念
の
宗
教
的
具
体
性
と
哲
学
的
無
制
約
性
の
両
面
の
バ
ラ
ン
ス
に
顧
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
贖
罪
の
「
物
語
」

――
と
、
い
み
じ
く
も
尹
教
授
自
身
、
Ⅱ
章
以
降
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
る
が
――
は
、
そ
の
具
体
的
衝
迫
力
に
お
い
て
豊
か
な
実
践
の
可
能

性
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
。
た
だ
そ
れ
も
、
あ
く
ま
で
無
制
約
的
な
超
越
の
一
つ
の
物
語
的
象
徴
的
な
描
き
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
他
端
も
考
慮

に
入
れ
な
い
と
、
贖
罪
信
仰
の
絶
対
化
が
起
こ
り
、
異
教
徒
と
の
分
裂
を
引
き
起
こ
す
危
険
性
を
払
拭
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
逆
に
哲
学
的
な
無
制
約
者
の
抽
象
性
が
、
現
実
の
和
解
の
問
題
に
ど
れ
だ
け
の
実
効
性
を
持
つ
か
と
言
え
ば
、
尹
教
授
の
語
り
出
さ
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れ
た
よ
う
な
和
解
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
豊
か
な
果
実
を
持
ち
に
く
い
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ま
た

如
上
の
留
保
を
つ
け
た
上
で
、「
キ
リ
ス
ト
者
が
破
れ
の
あ
る
世
の
希
望
で
あ
る
」
と
い
う
尹
教
授
の
結
論
に
、
私
も
賛
意
を
も
っ
て
和
す

る
も
の
で
あ
る
。

一
言
、
付
言
す
る
。
私
は
尹
教
授
の
「
和
解
の
神
学
」
に
、
日
韓
の
歴
史
に
お
い
て
加
害
者
の
側
に
立
つ
、「
父
た
ち
が
酸
い
葡
萄
を
食

べ
た
」（
エ
レ
ミ
ヤ
三
一
・
二
九
―
三
〇
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
一
八
・
二
）、
そ
の
末
裔
の
一
人
と
し
て
、
心
を
震
わ
さ
れ
た
。

日
韓
の
戦
後
世
代
が
「
和
解
」
に
つ
い
て
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
――
こ
の
、
私
自
身
答
え
を
見
出

せ
な
い
で
い
る
、
し
か
し
恐
ら
く
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
貫
く
通
奏
低
音
と
し
て
の
、
ク
ル
ー
シ
ャ
ル
な
問
い
を
、
最
後
に
改
め
て
確
認
し
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
あ
る
い
は
将
来
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
体
の
ご
議
論
に
委
ね
た
い
と
思
う
。

　
　
　
注

（
1
） H

annah A
rendt, T

he hum
an condition, U

niversity of C
hicago Press, 1958

（
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』
志
水
速
雄
訳
、

中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
）

（
2
） V

ladim
ir Jankélévitch, Le Pardon, A

ubier M
ontaigne, 1967

（
3
） V

ladim
ir Jankélévitch, Pardonner?, 1971 （

＝L ’im
prescriptible, Seuil, 1986

）（
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
抄
訳
「
わ
れ

わ
れ
は
許
し
を
乞
う
言
葉
を
聞
い
た
か
？
」
吉
田
は
る
み
訳
、『
現
代
思
想
』
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
号
）

（
4
） Jacques D

errida, Le siècle et le pardon, 1999

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
世
紀
と
赦
し
」
鵜
飼
哲
訳
、『
現
代
思
想
』
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
号
）

 
Foi et savoir; suivi de Le siècle et le Pardon (entretien avec M

ichel W
ieviorka), É

ditions du Seuil, 2000



93 尹哲昊教授「和解の神学」へのレスポンス̶̶ 和解と贖罪

（
5
） 

佐
藤
啓
介
「
不
可
能
な
赦
し
の
可
能
性　

現
代
宗
教
哲
学
の
観
点
か
ら
」『
宗
教
と
倫
理
』
第
四
号
、
宗
教
倫
理
学
会
、
二
〇
〇
四
年
、
六
四
―

八
一
頁
、
お
よ
び
、
田
島
卓
『
エ
レ
ミ
ヤ
書
に
お
け
る
罪
責
・
復
讐
・
赦
免
』
東
京
大
学
博
士
請
求
論
文
、
二
〇
一
六
年
、
第
七
章
参
照
。

（
6
） K

arl Jaspers, D
ie Schuldfrage, Lam

bert Schneider, 1946

（
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
責
罪
論
』
橋
本
文
夫
訳
、
理
想
社
、
一
九
六
五
年
）

（
7
） 

如
上
の
「
我
々
は
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
の
か
、
パ
ウ
ロ
に
倣
う
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
私
自
身
は
、
ま
ず
キ
リ
ス
ト
に
、
し
か
し
パ

ウ
ロ
に
も
、
或
い
は
彼
以
上
に
ペ
テ
ロ
に
も
倣
う
、
と
応
え
た
い
。
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
論
「
旧
新
約
聖
書
の
一
断
面
――

「
命
」
と
い
う
視
座
か
ら
（
続
）」『
倫
理
学
紀
要　

第
二
三
輯
』
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
倫
理
学
研
究
室
、
二
〇
一
六
年
三
月
、

一
―
二
九
頁
参
照
。

（
8
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
関
根
清
三
『
ギ
リ
シ
ア
・
ヘ
ブ
ラ
イ
の
倫
理
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
第
三
章
お
よ
び
一
〇
章
参
照
。

（
9
） 

詳
し
く
は
、Vgl. Seizo Sekine, T

ranscendency and Sym
bols in the O

ld T
estam

ent: A
 G

enealogy of the H
erm

eneutical E
xperiences

（B
ZAW

 B
d. 275, de G

ruyter, 1999

）, C
hap. 1.

（
10
） Paul T

illich, D
ynam

ics of Faith, H
arper, 1957

（
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
信
仰
の
本
質
と
動
態
』
谷
口
美
智
雄
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九 

六
一
年
）


