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組
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神
学
を
学
ぶ
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び
と
の
た
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組
織
神
学
の
主
要
著
作
』（
Ⅱ
）
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第
六
章　

神
学
の
独
自
性:

神
の
国
の
思
想
と
キ
リ
ス
ト
論

　

パ
ウ
ロ
が
I
コ
リ
ン
ト
一
・
二
三
に
お
い
て
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
つ
ま
ず
か
せ
る
も
の
、

ギ
リ
シ
ア
人
に
は
愚
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
と
き
、
彼
は
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
神
学
が
没
頭
し
て
き
た
テ
ー

マ
、
つ
ま
り
神
学
の
独
自
性
に
対
す
る
問
い
を
問
い
始
め
た
。
近
代
に
お
い
て
こ
の
問
い
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
と
異
な
り
、



―　　―

二

互
い
に
多
様
な
仕
方
で
影
響
し
合
っ
て
い
る
三
つ
の
要
因
に
基
づ
き
先
鋭
化
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
一
七
世
紀
の
教
派
間

の
戦
争
の
結
果
と
し
て
、
ま
た
近
代
社
会
の
分
離
独
立
の
流
れ
の
中
で
、
宗
教
は
、
公
的
生
活
全
体
を
支
配
す
る
そ
の
地
位

を
失
っ
た
。
国
家
と
宗
教
の
緊
密
な
結
び
つ
き
は
解
消
し
始
め
、
宗
教
は
私
的
な
事
柄
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。
第
二
に
、
一

般
的
な
生
活
感
情
と
哲
学
に
お
い
て
、人
間
の
経
験
に
対
す
る
集
中
を
現
実
一
般
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
理
解
す
る
、

人
間
中
心
的
現
実
理
解
が
浸
透
し
て
行
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
哲
学
的
理
性
は
お
お
む
ね
、
聖
書
の
よ
う
に
啓
示
に
よ
っ
て

予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
象
徴
体
系
と
の
そ
の
結
び
つ
き
か
ら
解
放
さ
れ
て
行
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
哲
学
的
理
性
は
、
そ
の

根
拠
づ
け
と
遂
行
の
自
律
性
に
固
執
し
た
。
神
学
は
、
そ
れ
が
す
で
に
理
性
の
う
ち
に
備
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
対
応
す
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
正
当
性
を
も
つ
と
み
な
さ
れ
た
。
生
き
た
宗
教
と
神
学
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
新
し
い
状
況
に
対
応

で
き
な
い
よ
う
に
み
え
た
た
め
、
第
三
に
、
多
く
の
人
々
が
教
会
を
離
れ
て
行
っ
た
。
特
に
二
十
世
紀
に
な
る
と
、
共
産
主

義
と
国
家
社
会
主
義
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
動
き
は
歴
史
的
現
実
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
運
動
は
、
一
九
世
紀
の
極
端
に
反

キ
リ
ス
ト
教
的
な
い
し
無
神
論
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
お
り
、
教
会
と
神
学
を
非
常
に
苦
し
め
た
。

　

A
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
と
K
・
バ
ル
ト
は
、
二
人
と
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
神
学
の
独
自
性
を
、
弁
証
学
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
神
学
の
最
も
独
自
な
も
の
に
対
す
る
集
中
に
よ
っ
て
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
神
の
国
の
思
想

の
う
ち
に
そ
れ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
神
に
よ
っ
て
神
の
国
の
協
働
者
に
任
命
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
は
、
こ
の
世

の
《
中
に
》
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
世
《
に
よ
っ
て
》
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
神
の
国
の
思
想
に
ふ
さ
わ
し
い
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三

神
学
に
お
い
て
は
、
教
義
学
と
倫
理
学
は
極
め
て
緊
密
な
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
バ
ル
ト
は
明
確
に
こ
う
断
言
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
神
御
自
身
の
み
が
神
に
つ
い
て
ふ
さ
わ
し
く
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
神
学
は
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
自
己
啓
示
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
神
学
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
中
に
、
堕
落
し

た
こ
の
世
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
に
行
動
す
る
基
準
を
も
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
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四

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
リ
ッ
チ
ュ
ル

　
『
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
手
引
き
』

マ
テ
ィ
ア
ス
・
ノ
イ
ゲ
バ
ウ
ア
ー

一　

略　
　

歴

　

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
一
八
二
二
年
三
月
二
五
日
ベ
ル
リ
ン
に
生
ま
れ
、
一
八
八
九
年
三
月

二
〇
日
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
亡
く
な
っ
た
。
彼
の
家
庭
環
境 

―
― 

彼
の
父
、
神
学
博
士
ゲ
オ
ル
ク
・
C
・
B
・
リ
ッ
チ
ュ

ル
は
、
一
八
二
七
年
か
ら
ポ
ン
メ
ル
ン
の
監
督
か
つ
教
区
総
監
督
で
あ
っ
た 

―
― 

は
、
彼
に
偏
見
の
な
い
教
会
観
を
も
た

ら
し
た
。つ
ま
り
彼
は
、教
会
の
連
合
に
対
し
肯
定
的
な
関
係
を
保
ち
、し
か
も
実
証
的-

福
音
主
義
的
な
立
場
を
と
っ
た（vgl. 

R
itschl 1892, 6ff

）。

　

シ
ュ
テ
ッ
テ
ィ
ー
ン
で
大
学
入
学
資
格
試
験
に
合
格
し
た
あ
と
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
一
八
三
九
年
ボ
ン
大
学
で
神
学
の
研
究

を
始
め
た
。
彼
は
そ
こ
で
ま
ず
C
・
I
・
ニ
ッ
チ
ュ
の
聖
書
に
基
づ
く
超
自
然
主
義
を
受
け
入
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
立
場
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五

は
、
ベ
ル
リ
ン
の
神
学
者
E
・
W
・
ヘ
ン
グ
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
の
超
正
統
主
義
的-

信
条
主
義
的
超
自
然
主
義
と
の
対
決
に
よ
っ

て
直
ち
に
そ
の
前
提
が
問
題
と
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
和
解
論
が
そ
の
思
想
的
な
格
闘
の
中
心
に
な
っ
た
。
そ
の
際
リ
ッ
チ
ュ

ル
に
と
っ
て
重
要
に
な
っ
た
の
は
、和
解
の
範
例
を
徹
底
的
に
倫
理
学
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
展
開
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
和
解
と
道
徳
性
を
相
互
に
依
存
す
る
も
の
と
し
て
主
題
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
越
え
て
、
そ
の
相
互
関
連
の
不
可

欠
性
を
学
問
的
に
吟
味
し
、
生
活
の
中
で
実
践
的
に
立
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
脈
に
属
し
て
い
る
の
が
、
二
つ
の

焦
点
を
も
つ
楕
円
と
い
う
あ
の
有
名
に
な
っ
た
比
喩
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
こ
の
比
喩
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る

彼
特
有
の
見
解
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
た
。
楕
円
の
ひ
と
つ
の
焦
点
は
、《
キ
リ
ス
ト
の
救
済
の
力
》
の
教
理
的
か
つ
サ

ク
ラ
メ
ン
ト
的
な
表
示
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
の
焦
点
は
、《
臨
在
す
る
神
の
国
》（R

echtfertigung und Versöhnung ﹇
以

下
、R

uV

と
略
記
﹈ III 1, 6

）
の
道
徳
的
実
践
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
を
教
理
と
道
徳
の
面
か

ら
再
検
討
す
る
中
で
、
特
に
神
の
国
の
思
想
の
倫
理
的
次
元
を
新
た
に
強
調
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
彼
の
神
学
は
神

の
国
の
神
学
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
『
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
手
引
き
』（
以
下
、U

cR

と
略
記
）
の
導
入
部

分
に
は
、
綱
領
的
に
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

　
《
神
の
国
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
を
通
し
て
造
り
出
さ
れ
た
教
団
の
、
神
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
善
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
同
時
に
道
徳
的
理
想
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
た
だ
最
高
善
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
想
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六

の
実
現
の
た
め
に
、
教
団
の
メ
ン
バ
ー
は
一
定
の
行
動
様
式
を
通
じ
て
相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
概
念
の
か
の
意
味

は
、
そ
の
中
に
同
時
に
現
れ
る
課
題
を
通
し
て
明
白
に
な
る
。
…
… 

キ
リ
ス
ト
の
教
団
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
こ
に
お
い
て
神

の
国
の
惹
起
に
参
与
す
る
義
な
る
行
為
は
、
神
へ
の
愛
と
隣
人
へ
の
愛
の
う
ち
に
そ
の
普
遍
的
原
理
と
そ
の
人
格
的
動
機
を

有
し
て
い
る
。
…
… 

神
の
国
は
同
時
に
、
次
の
よ
う
な
人
び
と
に
と
っ
て
最
高
善
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
そ
れ
が
、

す
べ
て
の
宗
教
に
お
い
て
問
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
示
唆
さ
れ
る
問
い
の
答
え
を
提
供
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
中
で
統

合
さ
れ
る
よ
う
な
人
び
と
で
あ
る
。
そ
の
問
い
と
は
、
自
ら
を
世
界
の
一
部
と
し
て
、
ま
た
同
時
に
精
神
的
人
格
を
も
つ
者

と
し
て
認
識
す
る
人
間
が
、
世
界
に
よ
る
諸
々
の
制
約
に
対
抗
し
て
そ
の
世
界
を
支
配
す
る
と
い
う
、
こ
こ
に
基
礎
づ
け
ら

れ
た
要
求
を
ど
の
よ
う
に
し
て
貫
徹
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
》（U

cR
3,

§5, 13
;

§6, 14f, 
§8, 18

）。

　

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
実
証
す
る
た
め
に
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
極
端
に
異
な
る
影
響
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
。
ま
ず
彼
は
、

一
八
五
二
年
以
来
ボ
ン
大
学
の
員
外
教
授
と
し
て
、
ま
た
一
八
五
九
年
か
ら
は
同
大
学
の
正
教
授
と
し
て
、
つ
ま
り
教
理
史

の
教
授
と
し
て
教
え
た
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
神
学
に
魅
了
さ
れ
、
F
・
Ch
・
バ
ウ
ア
ー
の
テ
ュ
―
ビ
ン
ゲ
ン
学
派
の
一

員
と
な
っ
た
。

　

一
八
六
四
年
以
来
、
彼
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
正
教
授
で
あ
っ
た
が
、
一
八
七
〇
年
以
後
は
、
神
学
の
公
開
講
座
に

お
い
て
自
ら
組
織
神
学
者
と
名
の
っ
た
。
そ
れ
はR

uV

の
第
一
版
が
出
版
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
カ
ン
ト
哲
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七

学
へ
の
回
帰
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。R

uV

の
第
一
版
の
第
一
巻
に
お
い
て
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
銘
記
し
て
い

る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
、《
今
や
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
理
念

の
正
し
い
評
価
を
求
め
て
神
学
の
方
向
性
が
絶
え
ず
変
化
し
た
後
に
、
不
動
の
規
範
》（R

uV
1  I, 408

）
を
叙
述
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
彼
の
見
解
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
が
次
の
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
、《
批
判

的
な
、
す
な
わ
ち
学
問
的
に
必
然
的
な
仕
方
で
、
道
徳
的
自
由
と
道
徳
的
罪
過
の
意
識
に
お
け
る
和
解
の
思
想
の
普
遍
妥
当

的
な
諸
前
提
》（ebd.
）
を
確
認
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
こ
こ
で
ま
ず
第
一
に
、
第
三
批
判
に
お
い

て
展
開
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
目
的
概
念
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
そ
こ
で
は
倫
理
的-

宗
教
的
全
体
性
の
理
念
と
し
て
の
神
の

国
の
概
念
が
道
徳
的
認
識
《
と
》
実
践
の
収
斂
を
保
証
し
て
い
る
。

　

R
uV

の
第
三
版
に
は
ま
た
も
や
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
新
た
な
神
学
的
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
今
や
ロ
ッ
ツ
ェ

が
第
一
の
哲
学
的
基
準
点
に
な
っ
て
い
る
。
ロ
ッ
ツ
ェ
の
見
解
に
依
り
つ
つ
、と
り
わ
け
神
の
国
の
思
想
の
、カ
ン
ト
に
よ
っ

て
要
請
さ
れ
た
規
制
的
性
格
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
道
徳
的
実
践
と
し
て
の
神
の
国
は
、
カ
ン
ト
の
場
合
の
よ
う
に
、
規
定

の
状
態
に
と
ど
ま
り
う
る
だ
け
で
な
く
（
し
た
が
っ
て
た
だ
道
徳
的
認
識
の
規
則
性
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
）、《
現
実
的
な
》

実
践
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
価
値
判
断
と
価
値
体
験
に
関
す
る
ロ
ッ
ツ
ェ
の
理

論
を
宗
教
的
価
値
判
断
の
理
論
へ
と
創
造
的
に
練
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
理
論
に
よ
り
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
神
の
国
へ
の
行
為

的
参
与
の
現
実
を
よ
り
正
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。神
の
国
の
実
践
は
活
動
的
な
倫
理
的
行
為
者
に
、
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八

そ
れ
に
よ
り
そ
の
行
為
者
が
、
複
雑
に
入
り
組
み
誘
惑
の
多
い
文
化
の
中
で
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
価
値
を

保
証
す
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
カ
ン
ト
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
神
の
国
が
目
的
論
的
な
理
念
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
決
し
て
疑

わ
な
か
っ
た
。

　

リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、RuV

の
第
二
版
（
一
八
八
二
年
／
八
三
年
）
と
第
三
版
（
一
八
八
八
年
）
の
前
段
に
お
い
て
そ
の
都
度
、

一
八
七
五
年
に
初
め
て
出
版
さ
れ
たU

cR

の
新
版 

（
一
八
八
二
年
、
一
八
八
六
年
）
に
も
言
及
し
て
い
る
。U

cR

の
諸
版

は
各
々
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
学
問
的
神
学
の
形
態
を
そ
れ
な
り
の
仕
方
で
反
映
し
て
い
る
。U

cR

は
学

問
的
神
学
で
は
な
く
、
厳
密
な
意
味
で
《
手
引
き
》
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
た
め
、
た
し
か
にU

cR

で
は
、
基
礎
神
学
的

諸
前
提
は
背
後
に
退
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

二　

作　
　

品

二
・
一　

作
品
の
位
置
づ
け

　

リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
観
念
論
的
世
界
観
、
よ
り
詳
し
く
言
う
と
後
期
観
念
論
的
世
界
観
の
優
位
か
ら
自
然
科
学
的
世
界
像
の

優
位
へ
と
移
行
す
る
時
代
の
中
で
、
そ
の
諸
々
の
神
学
的
洞
察
を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
彼
の
発
言
は
、

乖
離
し
た
、
そ
し
て
部
分
的
に
は
矛
盾
し
た
神
学
的
応
答
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
状
況
に
対
し
彼
は
、
彼
の
時
代
の
相
異
な
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九

る
諸
傾
向
と
創
造
的
か
つ
批
判
的
に
対
話
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
理
想
と
基
本
内
容
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の

点
で
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
彼
の
最
も
有
名
な
弟
子
で
あ
る
W
・
ヘ
ル
マ
ン
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、《
調
停
神
学
の
最
強
の
主

唱
者
》（H

errm
ann 1907, 19

）
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
彼
は
、
倫
理
的
活
動
的
キ
リ
ス
ト
教
の
文
化

的
形
成
力
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
神
学
的
営
為
の
先
端
に
立
っ
て
い
る
。

　

そ
の
際
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
危
機
意
識
を
先
鋭
化
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
時
代
特
有
の
取
り
扱
い
に
も
極
め
て
効
果
的
な

刺
激
を
与
え
た
神
学
的
な
潮
流
全
体
の
創
始
者
で
あ
る
。
彼
の
獲
得
し
た
神
学
的
洞
察
の
中
心
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
教

義
学
的
縮
小
化
の
危
機
に
直
面
し
つ
つ
、
そ
の
信
仰
の
諸
々
の
道
徳
的
含
意
と
形
成
力
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼

が
こ
の
再
構
築
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
確
信
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

す
で
に
宗
教
改
革
の
神
学
に
お
い
て
、
教
理
と
実
践
の
関
係
が
キ
リ
ス
ト
教
の
根
源
的
意
図
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
論
じ
ら

れ
て
い
る
と
の
確
信
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
よ
る
と
、
教
義
学
的
要
素
の
重
複
の
た
め
に
、
ル
タ
ー
と
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に

よ
っ
て
適
切
に
志
向
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
道
徳
的
次
元
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
ル
タ
ー
派
正
統
主
義
で

あ
っ
た
（
リ
ッ
チ
ュ
ル
と
宗
教
改
革
の
関
係
に
つ
い
て
は
、B

arth, 2004, 129ff

を
参
照
）。
こ
の
間
違
い
は
、
ま
さ
に
そ

の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
的
発
展
が
ま
す
ま
す
自
明
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
時
代
に
、
明
ら
か
に
そ
の
報
い
を
受
け
て

い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
神
学
的
思
惟
の
、
彼
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
革
新
的
特
徴
の
本
質
は
、
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
の
教
義
学
的
表
現
と
道
徳
的
表
現
の
適
切
な
相
互
浸
透
を
、
こ
の
特
徴
的
な
危
機
的
状
況
に
お
い
て
キ
リ
ス
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一
〇

ト
教
信
仰
の
特
異
性
と
特
徴
の
総
括
概
念
と
し
て
力
強
く
発
言
し
、
分
か
り
や
す
く
調
停
し
、
そ
し
て
と
り
わ
け
そ
の
全
体

性
と
そ
の
関
連
に
お
い
て
語
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
こ
う
確
信
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
特
にU

cR

は
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
特
殊
性
と
現
実
形
成
力
を
集
約
的
に
調
停
し
、
全
体
的
か
つ
関
連
的
に
記
述
す
る
と
い
う
試
み
を
支
持

し
、
そ
し
て
成
功
し
た
、
と
。
す
な
わ
ちU

cR

は
、《
諸
々
の
実
証
的
内
容
》
と
《
道
徳
的
含
意
》
の
相
互
浸
透
の
中
に
見

ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
を
適
切
に
解
明
す
る
と
い
う
試
み
を
支
持
し
、
そ
し
て
成
功
し
た
、
と
。

　
《
伝
統
的
教
義
学
》（U

cR
1, Vorrede, 4

）
の
方
法
で
は
、こ
の
よ
う
な
課
題
に
応
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
教
義
学
は
、

多
様
な
個
々
の
教
理
と
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
の
解
釈
に
骨
を
折
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
、
全
体
性
と
統
一
性
を
可
能
に
す

る
基
準
点
が
欠
け
て
い
る
。
教
義
学
に
は
《
個
々
の
教
理
の
緩
や
か
な
結
び
つ
き
》（U

cR
1, Vorrede, 3

）
が
あ
る
だ
け
で

あ
る
。
と
こ
ろ
がU

cR

の
場
合
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
統
一
性
を
保
証
す
る
全
体
的
観
点
で
あ
る 

―
― 

そ
の
際
こ
の
全
体
的
観
点
は
、《
人
類
を
神
の
国
へ
と
統
合
す
る
》（U

cR
123, 

§13, 25

）
と
い
う
、
そ
の
統
一
性
を
も

た
ら
す
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、《
神
の
国
に
お
い
て
予
示

さ
れ
て
い
る
、人
類
の
道
徳
的
連
帯
性
》（U

cR
1, 

§18, 31
）
を
確
認
し
、《
イ
エ
ス
が
自
ら
主
張
し
た
神
と
の
連
帯
的
一
致
》

（U
cR

123, 

§22, 36

）の
中
に
積
極
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。《
神
の
国
と
い
う
》道
徳
的-

宗
教
的《
最
終
目
的
》（U

cR
123, 

§24, 38

）
を
通
し
て
保
証
さ
れ
る
こ
の
統
一
的
観
点
の
中
に
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
《
神
学
の
伝
統
的
手
本
か
ら
の
》
彼
の
革

新
的
《
逸
脱
》（U

cR
1, Vorrede, 3f

）
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
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一
一

　

そ
の
さ
い
目
立
ち
、
ま
た
首
尾
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
同
時
代
の
神
学
を
悠
然
と
無
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
信

仰
覚
醒
神
学
の
種
々
の
形
態 （A

. T
holuck, A

. N
eander, J. M

üller

）
か
ら
、
聖
書
主
義
神
学
（J.T. B

eck, M
. K

ähler, A
. 

Schlatter
）
か
ら
、
古
典
的
調
停
神
学
（C

.I. N
ietzsch, R

. R
othe

）
か
ら
、
ま
た
信
条
主
義
神
学
（E

.W
. H

engstenberg

）

か
ら
、
さ
ら
に
は
思
弁
的
神
学
（K

. D
aub, P

h. M
arheinecke

）
か
ら
も
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
明
ら
か
に
影
響
を
受
け
た
形
跡

は
見
当
た
ら
な
い
。
た
し
か
に
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
優
れ
た
論
述
も
こ
の
や
り
方
に
連
な
っ
て
い
る
。
し
か
しU

cR

に

お
い
て
は
、
再
び
ま
ず
形
式
の
面
で
意
識
的
に
非
学
問
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
こ
の
著
作

は
『
神
学
通
論
』
の
よ
う
な
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
見
事
な
作
品
と
際
立
っ
た
違
い
を
み
せ
て
い
る
。U

cR

は
ま
さ
に
学

問
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
な
く
、
そ
れ
は
綱
領
的
か
つ
教
理
問
答
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
っ
て
少
な
く
と
も
扱
い
に
く
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
の
も
、
シ
ュ

ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
体
系
的
命
題
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
、宗
教
と
道
徳
性
の
関
係
、信
仰
と
行
為
の
関
係
に
あ
て
は
ま
る
。シ
ュ

ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
す
で
に
『
宗
教
論
』
の
中
で
《
敬
虔
は 

…
… 

道
徳
性
と
最
も
異
な
る
も
の
》（Schleierm

acher 1995, 

32

）
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
一
八
三
〇
年
の
『
信
仰
論
』
の
第
二
版
に
お
い
て
も
こ
の
命
題
が
確
認
さ
れ
る
、
と

リ
ッ
チ
ュ
ル
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、R

uV
III

（4, 9

）
の
冒
頭
に
み
ら
れ
る
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
流
の
キ
リ
ス
ト
教
の

定
義
の
引
用
文
が
明
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
場
合
、
信
仰
に
お
い
て
、
ま
ず
《「
す

べ
て
の
も
の
」
が 

…
… 

イ
エ
ス
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
救
済
》（R

uV
III 1 4, R

uV
III 3 9 ;

vgl. Schleierm
acher 
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一
二

1960,  

§11, 74, H
ervorh. v. Verf

）
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
対
す
る
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
批
判
は
、

「
す
べ
て
の
も
の
」
と
い
う
語
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
も
し
も
《
す
べ
て
の
も
の
》
が
ま
ず
救
済

に
の
み
関
連
づ
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、《
す
べ
て
の
も
の
》
が
道
徳
的
活
動
性
と
し
て
再
び
あ
る
目
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
記
述
は
こ
の
信
仰
を
正
し
く
評
価
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。（
神
意
識
と
い
う
シ
ュ
ラ

イ
ア
マ
ハ
ー
の
意
味
で
の
）
信
仰
は
、
ま
ず
（
行
為
意
識
と
い
う
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
意
味
で
の
）
行
為
へ
と
《
移
行
》

し
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
は
い
つ
も
す
で
に
《
存
在
し
て
い
る
》。《
信
仰
は
道
徳
的
含
意
を
ま
っ
た
く
持
っ
て
お
ら
ず
、
信
仰

に
は
そ
れ
自
体
と
し
て
道
徳
的
な
も
の
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
》。
す
な
わ
ち
、
信
仰
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
神
の
国
の
実

践
的
実
現
も
存
在
す
る
。U

cR
で
は
首
尾
一
貫
し
て
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
神
の
国
は
、《
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示

を
通
し
て
創
設
さ
れ
た
教
団
の
普
遍
的
目
的
》
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、そ
れ
は
常
に
、《
そ
の
教
団
の
共
同
体
と
し
て
の
産
物
、

つ
ま
り
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
一
定
の
相
互
的
行
為
様
式
を
通
し
て
互
い
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
教
団
の
共
同
体
と
し
て
の
産
物
》

（U
cR

¹, 

§5, 13

）
で
も
あ
る
。

　

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
場
合
と
同
様
に
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
も
、
神
学
的
伝
統
の
諸
々
の
立
場
と
の
一
連
の
よ
り
根
本
的
な

対
決
が
見
ら
れ
る 

―
― 

そ
の
伝
統
は
、
聖
書
と
使
徒
た
ち
と
い
う
源
泉
か
ら
始
ま
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
宗
教
改
革
の
伝
統

を
越
え
、
敬
虔
主
義
と
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
ま
で
続
い
て
い
る
。
し
か
しU

cR

の
註
に
注
意
を
払
う
者
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル

の
途
方
も
な
い
博
識
を
予
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、次
の
こ
と
で
あ
る
。
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一
三

つ
ま
り
、U

cR

は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
『
教
理
問
答
大
全
』
と
し
て
認
識
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
若
者
た
ち
に
、
そ

の
生
を
促
進
す
る
よ
う
な
仕
方
で
信
仰
を
伝
え
る
た
め
に
、
近
代
に
お
け
る
諸
々
の
拒
絶
な
い
し
対
決
と
い
う
神
学
的
展
開

に
直
面
し
つ
つ
、
意
識
的
に
教
理
問
答
の
伝
統
に
戻
っ
て
架
橋
し
よ
う
と
す
る
革
新
的
な
試
み
で
あ
る
。

二
・
二　

著
作
の
形
式
的
諸
次
元

　

U
cR

は
若
者
向
け
に
書
か
れ
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
第
一
版
の
序
に
お
い
て
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
彼
の
意
図
す
る
そ
の
執

筆
の
目
的
を
明
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
《
福
音
主
義
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
最
上
級
の
ク
ラ
ス
で
用
い
る
た
め
の
》

（U
cR

1, Vorrede, 3

）
概
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
読
者
層
の
指
示
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
そ
れ
に
伴
う
著
作
の
分
類
で
あ

る 

―
― 

た
だ
し
読
者
層
の
問
題
は
、
そ
の
第
二
版
の
序
文
で
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
思
う
通
り
に
は
行
か

な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
《
神
学
で
は
な
く
、
宗
教
の
授
業
》（U

cR
1, Vorrede, 3

）
で

あ
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。U

cR

は
こ
の
意
味
で
神
学
で
は
《
な
い
》。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、R

uV

の
場
合
の
よ
う

に
教
義
学
的
素
材
を
学
問
的
に
取
り
扱
っ
て
い
な
く
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
ま
た
特
に
認
識
論
と
の
関
連
で
は
リ
ッ
チ
ュ

ル
が
要
求
し
て
い
る
手
続
き
、
つ
ま
り
研
究
の
内
的
諸
前
提
と
方
法
の
正
当
性
を
個
別
的
に
論
ず
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
（vgl. R

itschl 1887, 40

）。U
cR

は
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
な
構
成
を
提
示
し
つ
つ
《
キ
リ
ス
ト
教
の

完
全
な
全
体
像
》（U

cR
1, Vorrede, 3

）
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
授
業
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
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一
四

そ
の
際
キ
リ
ス
ト
教
の
全
体
像
と
は
、
正
確
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
基
本
的
内
容
の
倫
理
的
な
、
し
か
も
遺
漏
の
な
い

記
述
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
い
わ
ば
血
の
通
わ
な
い
教
義
学
的
教
材
の
う
ち
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
も
の
で

は
な
く
、
首
尾
一
貫
し
て
、
活
け
る
教
団
と
し
て
の
そ
の
活
動
力
が
共
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
企
て
の
出
発
点
は
徹
底
し
て《
神
と
和
解
し
た
教
団
》（U

cR
1, Vorrede, 3

）の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

信
仰
実
践
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
質
は
、
神
と
の
和
解
に
生
き
る
教
団
の
う
ち
に
現
臨
す
る
《
特
別
な
啓
示
》（U

cR
¹,

§1, 9

）
が
ま
ず
説
明
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
解
明
さ
れ
う
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は
、
抽
象
化
す
る
視
点
な
い
し
い
わ
ば
考

古
学
的
視
点
の
中
で
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
に
確
認
さ
れ
る
内
容
と
、
教
義
学
お

よ
び
生
け
る
教
会
の
実
践
に
お
け
る
そ
の
現
実
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
結
び
つ
き
の
中
で
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
元
来
の
啓
示
内
容
と
、
生
き
た
宗
教
に
お
け
る
そ
の
社
会
的
表
現
が
教
材
の
実
証
的
基
盤
に
な
っ
て
い
る
。

　

U
cR

の
最
初
の
部
分
の
説
明
と
の
関
連
で
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
た
の
は
、次
の
よ
う
な
結
論
命
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち《
キ

リ
ス
ト
教
は
、
他
の
種
類
お
よ
び
段
階
の
宗
教
を
越
え
た
完
全
な
宗
教
で
あ
る
と
の
要
求
に
満
た
さ
れ
て
い
る
》（U

cR
123,

§2, 9

）
と
の
命
題
で
あ
る
。
こ
の
言
明
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
《
絶
対
性
》
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、《
完
全
性
》
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
神
認
識
の
完
全
性
が
考
え
ら
れ
て

い
る
。
彼
は
、
こ
の
要
求
は
三
位
一
体
論
の
解
釈
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
み
て
い
る 

―
― 

こ
の
解
釈
は
、
そ
こ
に
お

い
て
神
が
御
自
身
を
認
識
す
る
聖
霊
の
中
で
、
神
の
完
全
な
認
識
が
起
こ
る
と
い
う
連
結
推
理
に
通
じ
て
い
る
。
神
の
子
と
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一
五

し
て
の
イ
エ
ス
は
、
自
分
自
身
の
た
め
に
神
の
完
全
な
認
識
を
要
求
し
て
お
り
（vgl. auch U

cR
1 

§55, 75

）、
教
団
は
こ

の
完
全
な
神
認
識
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
と
っ
て
、
完
全
な
神
認
識
の
要
求
を
も
つ
宗
教
と
し
て
の

キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
慎
重
な
言
い
回
し
は
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
完
全
性
に
対
す
る
要
求
は
決
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
要
求
は
む
し
ろ

キ
リ
ス
ト
教
団
の
内
部
的
観
点
と
そ
の
中
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
は
、
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
の
特
徴
と
し
て
極
め
て
真
剣
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
宗
教
改
革
の
《
聖
書
の
み
》
に
な
ら
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
ま
ず
第
一
に
聖
書
に
基
づ
い
て
規
定
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
明
ら
か
に
新
約
聖
書
の
諸
文
書
が
優
位
性
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
旧
約
聖
書
は
《
理

解
の
た
め
の
不
可
欠
な
補
助
手
段
》（U

cR
123, 

§3, 10

）
に
な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
団
の
視
点
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い

理
解
を
可
能
に
す
る
の
は
、
と
り
わ
け
元
来
の
啓
示
内
容
を
表
現
し
て
い
る
諸
福
音
書
と
、
そ
の
宗
教
的-

社
会
的
表
現
の

総
体
で
あ
る
手
紙
資
料
で
あ
る
。
し
た
が
っ
てU

cR
の
展
開
の
中
で
典
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
主
に
新
約

聖
書
で
あ
る
。

　

U
cR

の
最
初
の
四
つ
の
段
落
は
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
楕
円
論
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
楕

円
論
」
と
い
う
造
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
がU

cR

の
中
で
ま
さ
に
（
古
典
的
教
義
学
の
場
合

の
よ
う
に
）
ま
ず
前
提
お
よ
び
方
法
論
の
詳
細
な
省
察
を
行
っ
て
い
な
く
、
楕
円
形
の
意
味
に
お
け
る
、
彼
に
と
っ
て
本
質
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一
六

的
な
焦
点
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
野
心
に
満
ち
た
計
画
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
全
体
を
簡
潔
に
理

解
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
社
会
的
表
現
と
啓
示
の
実
証
性
の
相
互
性
、
あ
る
い
は
信
仰
の
特
異
性
と

信
頼
し
う
る
生
活
実
践
の
相
互
性
の
う
ち
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
全
体
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し

て
い
る
。U

cR
に
お
い
て
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
も
ち
ろ
ん
体
系
的
か
つ
方
法
論
的
妥
協
に
同
意
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
彼

は
自
ら
の
要
求
に
忠
実
で
あ
り
続
け
、
す
べ
て
の
版
を
通
し
て
神
の
国
の
実
践
的
視
覚
化
と
明
確
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

そ
れ
ら
の
試
み
は
、
神
の
国
の
実
証
的
源
泉
と
現
実
化
の
諸
次
元
を
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
基
本
図
式
と
し
て
ず
っ
と

保
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、《
神
の
国
の
教
説
》、《
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
和
解
の
教
説
》、《
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
教
説
》、
そ
し

て
《
共
同
体
に
よ
る
神
崇
敬
の
教
説
》
で
あ
る
。

二
・
三　

内
容
の
基
本
的
特
徴

　

リ
ッ
チ
ュ
ル
に
と
っ
て
信
仰
と
生
活
実
践
は
分
離
し
が
た
く
共
属
し
合
っ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
宗
教
の
信
仰
実
践
は
、
人

間
の
生
活
遂
行
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
具
体
的
な
機
能
を
果
た
す
。
す
な
わ
ち
《
宗
教
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、
世
界
に

対
す
る
立
場
の
規
定
》（U

cR
123, 

§18, 30
;

vgl. auch U
cR

23, 

§8, 36, U
cR

123, 

§23, 37

）
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
リ
ッ

チ
ュ
ル
の
宗
教
論
的
根
本
的
洞
察
が
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
人
間
の
生
活
は
い
ず
れ
も
、
自
己
と
世
界
の
緊
張
関
係
、
精

神
的
自
己
解
釈
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
自
立
性
と
自
然
的
自
己
解
釈
の
依
存
性
と
の
緊
張
関
係
、
精
神
と
自
然
、
も
し
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一
七

く
は
自
由
と
依
存
の
緊
張
関
係
の
中
に
あ
る
、
と
の
洞
察
で
あ
る
。
人
間
の
生
活
は
常
に
精
神
的
生
活
と
自
然
的
生
活
の
両

者
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
精
神
的
な
（
自
由
で
自
主
的
）
生
活
と
し
て
い
つ
も
《
自
然
あ
る
い
は
世
界
と
の
、
制
約

し
つ
つ
関
わ
る
密
接
な
関
連
》（U

cR
123, 

§59, 81

）
の
中
で
遂
行
さ
れ
、
そ
れ
は
ま
た
自
然
的
な
（
制
約
さ
れ
た
依
存
的
）

生
活
と
し
て
《
精
神
が
世
界
を
支
配
す
る
規
定
》（U

cR
1,

§53, 71

）
を
知
覚
し
て
い
る
。U

cR

に
お
い
て
「
世
界
」
は
、《
す

べ
て
の
自
然
的
、
つ
ま
り
自
然
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
分
割
さ
れ
た
現
存
在
の
連
関
》（U

cR
123, 

§8, 17f

）
と
し
て
定
義
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
直
ち
に
、
世
界
に
対
す
る
こ
の
支
配
が
積
極
的
権
利
の
行
使
の
意
味
で
考
え
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
（vgl. U

cR
1, 

§53, A
nm

. c. 72

）。
二

版
と
三
版
に
お
い
て
彼
は
《
精
神
的
人
格
性
の
資
質
》（U

cR
23, 

§8, 18

）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

　

宗
教
の
業
の
本
質
は
、
正
確
に
言
う
と
、
人
間
の
生
活
遂
行
の
場
で
こ
の
《
世
界
を
精
神
的
に
支
配
す
る
状
況
つ
ま
り
キ

リ
ス
ト
教
的
自
由
》（U
cR

23, 

§45, 73

）
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
保
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
よ
り
詳
細
に
規
定
さ
れ
た
信
仰

実
践 

―
― 

こ
れ
も
リ
ッ
チ
ュ
ル
神
学
の
革
新
的
契
機
で
あ
る 

―
― 

は
、
そ
の
際
《
解
釈
》（U

cR
1, 

§60=

§51
23, 82

）

の
状
態
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
《
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
、
あ
る
範
囲
で
い
つ
も
認
識
さ
れ
る
世
界
の
成
り
行
き
を
解
釈
す
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
》（R

itschl 1881, 7
;

こ
れ
に
つ
い
て
は
、B

arth 2003, 10

を
参
照
）。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
第

一
に
、《
神
の
自
由
な
支
配
の
も
と
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
出
来
事
》（U

cR
123, 

§17, 29

）
を
叙
述
す
る
《
世
界
の
宗
教

的
観
察
》
と
し
て
の
解
釈
で
あ
り
、
第
二
に
、《
道
徳
的
人
格
と
し
て
》（U

cR
23, 

§6, 15

）
解
釈
さ
れ
う
る
自
己
の
解
釈
で
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一
八

あ
る
。
後
者
を
通
し
て
《
個
々
の
人
格
は
、
全
世
界
の
価
値
に
勝
る
全
体
の
価
値
》（U

cR
¹, 

§59=

§50
23, 80

）
を
保
持

す
る
。

　

こ
の
自
己
と
世
界
を
解
釈
す
る
信
仰
実
践
の
基
準
点
お
よ
び
出
発
点
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
神
の
国
で
あ
る
。

U
cR

の
第
I
部
は
そ
の
叙
述
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
段
落
（

§§5
-10

）
に
お
い
て
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、神
の
国
を
、《
キ

リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
を
通
し
て
創
設
さ
れ
た
教
団
の
、
神
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
最
高
善
》（U

cR
23, 

§5, 13

）
と

定
義
し
て
い
る
。
神
の
国
は
、
最
高
善
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
導
く
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に

よ
る
実
証
的
啓
示
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
仰
と
実
践
の
す
で
に
述
べ
た
統
一
性
と
、
教
団
に
お
け
る
無
視

し
え
な
い
見
解
に
従
う
と
、
神
の
国
は
信
仰
の
善
と
し
て
の
み
固
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
神
の
国
は
、
そ
れ
が

教
団
の
現
在
の
信
仰
内
容
と
し
て
、ま
た
道
徳
的
《
産
物
》（U

cR
1, 

§5, 13

）
と
し
て
、も
し
く
は
《
現
実
化
》（U

cR
23, 

§5, 

13

）
と
し
て
、
主
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
と
き
に
の
み
、
完
全
に
開
示
さ
れ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
神
の
国
は
《
キ

リ
ス
ト
教
団
に
集
め
ら
れ
た
人
類
の
精
神
的
か
つ
道
徳
的
課
題
》（U

cR
123, 

§8, 17

）
で
あ
る
。
そ
の
原
理
は
《
神
と
隣
人

に
対
す
る
愛
》
で
あ
り
、
そ
の
実
践
は
《
正
し
い
行
為
》（U

cR
123, 

§6, 14f

）
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
明
確
化
さ
れ
た
神
の
国
の
思
想
を
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
次
の
四
つ
の
も
の
か
ら
区
別
す
る
。
つ
ま
り
神
の
王
と
し

て
の
支
配
と
い
う
旧
約
聖
書
の
思
想
か
ら 

―
― 

こ
の
旧
約
聖
書
の
思
想
は
特
殊
的
で
あ
る
が
、
神
の
国
は
普
遍
的
で
あ
る

（
§7

）。
結
婚
、
家
族
と
い
っ
た
道
徳
的
共
同
体
か
ら 

―
― 

こ
れ
ら
は
自
然
的
か
つ
世
俗
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
が
、
神
の
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一
九

国
は
超
自
然
的
で
あ
り
超
世
俗
的
で
あ
る
（

§8

）。
教
会
か
ら 

―
― 

こ
れ
は
目
に
見
え
る
が
、
神
の
国
は
目
に
見
え
な
い

（

§9
;

も
ち
ろ
ん
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、《
愛
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
諸
々
の
行
為
は 

…
… 

感
覚
的
に
知
覚
で
き
る
こ
と
を
》

（U
cR

123, 

§9, 18

）
知
っ
て
い
る
）。
そ
し
て
古
典
的
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
か
ら 

―
― 

こ
れ
は
た
し
か
に
普
遍
的
諸
傾
向
を
示
し
て

い
る
が
、
必
然
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
（

§10

）。

　

第
I
部
に
お
け
る
次
の
段
落
（

§§11
-19

;
20

-24

）
は
、
神
の
国
の
思
想
の
説
明
に
ふ
さ
わ
し
い
神
概
念
を
明
確
化
し

よ
う
と
し
て
い
る
（《
神
に
つ
い
て
の
完
全
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
概
念
は
愛
で
あ
る
》（U

cR
1, 

§11, 21
;

vgl. U
cR

23, 

§12,  

23

））。
神
の
国
と
い
う
究
極
目
的
に
と
っ
て
イ
エ
ス
の
持
つ
意
味
の
本
質
は
次
の
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、《
神
の
国
に

結
び
つ
け
ら
れ
る
べ
き
人
類
の
原
像
と
し
て
、…
… 

神
の
国
の
仲
間
に
対
す
る
神
の
愛
を 

…
… 

仲
介
す
る
》（U

cR
123, 

§22, 

36

）。

　

U
cR

の
第
II
部
（
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
和
解
の
教
理
）
は
、
人
間
は
精
神
的
存
在
と
し
て
常
に
世
界
に
も
巻
き
込
ま
れ
て

い
る
と
い
う
既
述
の
前
提
か
ら
始
め
て
い
る
。
世
界
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
《
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
認
識
さ
れ
た
善
と
矛

盾
す
る
仕
方
で
捉
え
ら
れ
る
人
間
社
会
の
組
織
》（U

cR
123, 

§34, 51

）
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

の
は
、
神
の
国
は
た
し
か
に
教
団
に
お
け
る
実
践
的
現
実
で
あ
る
が
、
世
界
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
い
つ
も
ま
ず

生
成
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（

§35

）。
次
に
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
悪
と
罪
の
理
論
を
展
開

し
て
い
る
。
人
間
の
意
志
が
自
然
的
衝
動
に
よ
っ
て
の
み
支
配
さ
れ
る
と
き
に
（
特
に
《
自
由
の
際
限
な
き
使
用
の
衝
動
》
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二
〇

﹇U
cR

¹, 

§37 =
 U

cR
23, 

§28, 54

﹈）、
彼
は
（
カ
ン
ト
と
同
じ
く
）
悪
に
つ
い
て
語
る
。
神
の
国
と
い
う
善
の
光
に
照
ら
し

て
、
こ
れ
は
罪
と
解
釈
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
《
意
志
の
表
現
は
、
…
… 

人
間
を
神
の
国
へ
と
結
び
つ
け
る
規
定
を
妨

害
す
る
か
ら
で
あ
る
》（U

cR
123, 

§36, 53

）。
罪
は
、《
罪
責
と
神
か
ら
の
分
離
の
感
情
を
》（U

cR
1, 

§43=
U

cR
23, 

§34,  

60

）
呼
び
起
こ
す
。
世
界
と
の
関
わ
り
は
、神
の
国
と
い
う
宗
教
的
範
疇
の
光
に
照
ら
し
て
み
る
と
、《
矛
盾
す
る
自
己
批
評
》

（ebd.

）
を
、
も
っ
と
は
っ
き
り
言
う
と
、
自
分
に
よ
る
自
己
解
釈
を
、
す
な
わ
ち
一
方
で
神
の
国
へ
の
規
定
の
中
で
自
分

を
解
釈
し
、
他
方
で
こ
の
規
定
に
対
す
る
違
反
の
中
で
自
分
を
解
釈
す
る
と
い
う
、
自
分
に
よ
る
自
己
解
釈
を
引
き
寄
せ
る
。

　

U
cR

の
場
合
、こ
の
矛
盾
は
、リ
ッ
チ
ュ
ル
が

§§43
-54

1

（=

§§35
-45

23

）
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
救
済
に
よ
っ

て
和
ら
げ
ら
れ
て
い
る
。
救
済
は
首
尾
一
貫
し
て
、《
神
か
ら
分
離
し
て
い
る
と
い
う 

…
… 

罪
責
が
そ
れ
に
よ
っ
て
止
揚
さ

れ
る
罪
の
許
し
つ
ま
り
免
罪
を
意
味
す
る
》（U

cR
1, 

§44=
U

cR
23, 

§35, 61

）。
こ
の
罪
の
赦
し
は
、
―
― 

リ
ッ
チ
ュ
ル

は
以
下
の
と
こ
ろ
で
義
認
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る 

―
―（
か
な
り
ル
タ
ー
派
的
な
表
現
で
あ
る
が
）
神
の
自
由
な
恵
み
の

判
決
に
の
み
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
自
由
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
罪
人
の
既
に
行
っ
た
業
績
を
当
て

に
せ
ず
、
そ
の
信
仰
と
神
信
頼
の
み
を
当
て
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（

§45
1=

§36
23

）。
そ
の
さ
い
信
仰
と
神
信
頼
は
、

赦
し
の
意
識
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
神
の
国
の
霊
的
か
つ
実
践
的
獲
得
を
保
証
す
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
こ
の
出
来
事
を
二
重
の

改
造
な
い
し
順
応
（A

daption

）
と
し
て
解
説
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
に
よ
る
罪
人
の
改
造
と
罪
人
に
よ
る
神
の
目
的
へ

の
順
応
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
神
を
愛
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
概
念
化
は
、
愛
す
る
父
と
い
う
神
の
表
象
の
中
で
行
わ
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二
一

れ
て
い
る
。

　

罪
人
の
和
解
は
、
キ
リ
ス
ト
の
《
召
命
に
基
づ
く
服
従
》（

§§47
-54

1=

§§38
-45

23

）
に
お
い
て
神
と
結
び
つ
く
。
こ
の

服
従
は
、
イ
エ
ス
が
そ
の
命
を
犠
牲
に
す
る
時
点
で
頂
点
に
達
し
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
の
三
重
の
職
能
、
つ

ま
り
預
言
者
、
祭
司
、
そ
し
て
王
と
し
て
の
職
能
か
ら
論
じ
て
い
る
。
特
に
重
要
な
の
は
、
祭
司
と
し
て
の
職
能
と
王
と
し

て
の
職
能
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
生
の
価
値
は
、
ま
さ
に
ま
ず
預
言
の
う
ち
に
、
よ
り
詳
し
く
は
神
の
国
の
告
知
の
う
ち
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
や
は
り
告
知
と
実
践
の
統
一
性
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
よ
る
と
、
イ
エ
ス
の
場
合
、

実
践
は
原
型
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
形
作
ら
れ
て
い
る 

―
― 

イ
エ
ス
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
彼
の
業
に
対
応
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
。

　

イ
エ
ス
を
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
彼
を
、
首
尾
一
貫
し
て
黙
示
文
学
的
な
い
し
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
背
景
か
ら

だ
け
で
な
く
、全
体
と
し
て
、敬
虔
の
実
践
と
い
う
一
貫
し
た
中
心
か
ら
理
解
す
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
と
っ

て
こ
れ
は
犠
牲
の
神
学
で
あ
り
犠
牲
の
実
践
で
あ
る
。
そ
の
霊
的
に
持
続
的
な
影
響
を
与
え
、
そ
し
て
倫
理
的
に
さ
ら
に
前

進
さ
せ
る
強
み
は
、
そ
れ
が
神
へ
近
づ
こ
う
と
す
る
意
欲
を
生
み
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
ヨ

ハ
ネ
の
神
学
と
、
特
に
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
の
犠
牲
の
隠
喩
を
引
用
し
て
い
る
（

§50
1=

§41
23, 68 ﹇A

nm
. a

﹈）。

　

犠
牲
は
神
へ
の
接
近
を
可
能
に
す
る
。
キ
リ
ス
ト
が
保
証
す
る
犠
牲
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
よ
る
と
あ
ら
ゆ
る
点
で
旧
約
聖

書
の
犠
牲
の
思
想
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
エ
ス
が
自
発
的
に
神
の
国
の
《
摂
理
》（U

cR
1, 

§50=

§41
23, 67f ﹇u. 

A
nm

. c

﹈）
に
従
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
は
、
い
わ
ば
自
分
自
身
を
犠
牲
に
す
る
祭
司
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
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二
二

さ
ら
に
彼
は
王
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
こ
の
犠
牲
を
《
自
分
の
た
め
》
だ
け
で
な
く
、《
人
間
を
、
彼
が
占
め
る
、
父
と

し
て
の
神
に
対
す
る
こ
の
地
位
に
移
す
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
行
っ
た
》（U

cR
1, 

§51=

§42
23, 68f

）
か
ら
で
あ
る
。
彼

の
犠
牲
は
、《
新
し
い
契
約
の
締
結
》（U

cR
1, 

§50=

§41
23, 68f

）
で
あ
り
、
人
間
の
罪
の
抵
抗
を
は
る
か
に
超
え
て
神
へ

と
接
近
す
る
可
能
性
を
う
み
だ
す
。

　

イ
エ
ス
の
命
の
犠
牲
は
同
時
に
《
世
界
の
克
服
》（U

cR
1, 

§53=

§44
23, 71

）
の
最
高
の
総
括
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、

こ
の
犠
牲
に
お
い
て
こ
の
世
に
よ
る
拘
束
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
犠
牲
は
神
の
国
の
目
的
に
仕
え

て
い
た
の
で
、
世
界
の
こ
の
克
服
は
、
前
提
と
さ
れ
た
宗
教
概
念
の
意
味
に
お
け
る
世
界
に
対
す
る
支
配
の
表
現
で
あ
る
。

教
団
は
信
仰
に
お
い
て
こ
れ
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
に
し
て
自
ら
《
世
界
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由 

…
… 

と
支
配
》（U

cR
1, 

§54=

§45
23, 73f

）
へ
と
入
っ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
転
換
は
、
正
確
に
は
宗
教
的
解
釈
の
業
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
の
国
の
、
信
仰
に
お
け
る
認
識

と
獲
得
に
お
い
て
、
は
る
か
に
罪
を
越
え
て
、
自
己
と
世
界
に
つ
い
て
の
新
し
い
判
断
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己

は
神
の
子
の
価
値
を
も
ち
、世
界
は
《
わ
れ
わ
れ
の
幸
せ
の
た
め
に
営
ま
れ
る
世
界
》（U

cR
1, 

§60=

§51
23, 82

）
と
な
る
。

こ
の
心
構
え
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
父
な
る
神
の
摂
理
に
対
す
る
信
頼
に
満
ち
た
信
仰
（vgl. v. Scheliha 1998, 213

-274. 

bes. 247
-274

）
で
あ
る
。

　

こ
う
し
てU

cR

は
第
三
部
に
入
る
。
す
な
わ
ち
《
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
教
理
》
は
、
神
の
国
へ
の
参
与
の
実
践
的
側
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二
三

面
を
解
説
し
て
い
る
。
も
し
も
罪
が
利
己
的
衝
動
の
帰
結
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
の
国
の
労
働
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
そ

の
除
去
で
は
な
く
そ
の
《
改
良
と
純
化
》（U

cR
1, 

§58=

§49
23, 79

）
で
あ
る
。
父
な
る
神
の
摂
理
に
対
す
る
信
仰
は
、

宗
教
的
解
釈
が
変
化
す
る
中
で
、
行
為
に
一
定
の
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
確
信
で
あ
る
。
そ
の
際
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
諸
々
の

徳
と
義
務
を
区
別
す
る
と
同
時
に
、
両
者
を
相
互
に
緊
密
に
関
連
づ
け
る
（vgl. U

cR
1, 

§64, 88

）。
徳
は
主
に
人
間
の
自

分
自
身
と
の
関
係
に
関
連
し
て
い
る
の
に
対
し
、
義
務
は
ま
ず
第
一
に
他
者
と
の
関
係
に
関
連
し
て
い
る
。

　

信
仰
に
お
い
て
、《
意
志
は
、
個
々
の
資
質
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
々
の
衝
動
を
善
な
る
究
極
目
的
に
従
属
さ
せ
る
》

（U
cR

123, 

§65, 88

）、
と
言
う
場
合
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
諸
々
の
徳
に
つ
い
て
よ
り
正
確
に
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
性
格
も

し
く
は
性
向
に
関
連
し
、
克
己
、
確
信
、
知
恵
、
思
慮
深
さ
、
決
断
力
、
堅
忍
不
抜
、
親
切
、
感
謝
、
そ
し
て
正
義
を
含
ん

で
い
る
。《
徳
の
こ
の
一
覧
表
は
完
全
で
あ
る
》（U

cR
123, 

§65, 89

）
こ
と
を
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
総
括
概
念
は
、
謙
遜
と
忍
耐
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
心
構
え
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
義
務
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
キ
リ
ス
ト
教
的
性
格
と
そ
の
徳
に
基
づ
い
て
行
為
す
べ
き
か
を

規
制
す
る
。
義
務
は
《
特
に
道
徳
的
な
召
命
》（U

cR
123, 

§70, 93

）
に
お
け
る
行
為
に
関
係
す
る
。
も
ち
ろ
ん
リ
ッ
チ
ュ

ル
は
、
こ
こ
で
委
曲
を
尽
く
し
た
体
系
化
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
義
務
に
関
し
て
は
、
異
な
る
人
び
と
や
職
業
の

間
で
互
い
に
正
反
対
の
判
断
が
あ
り
う
る
こ
と
を
は
っ
き
り
理
解
し
て
い
る
。
た
し
か
に
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
神
の
国
の
共
通

の
課
題
の
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
の
召
命
の
そ
の
時
々
の
特
質
の
ゆ
え
に
、
義
務
の
最
大
の
部
分
は
明
ら
か
に
固
定
さ
れ
て
い
る
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二
四

と
確
信
し
て
い
る
。
こ
の
明
瞭
な
ケ
ー
ス
を
彼
は
、
召
命
に
基
づ
く
愛
の
義
務
な
い
し
正
規
の
愛
の
義
務
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
特
殊
な
召
命
状
況
の
外
側
に
あ
る
行
為
が
問
題
に
な
る
と
き
に
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
《
正
規
外
の
愛
の
義
務
》

（U
cR

123, 

§70, 94

）
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
神
の
国
へ
の
参
与
は
、
正
規
の
召
命
義

務
と
の
《
類
比
》
に
お
い
て
、結
果
と
し
て
生
じ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
的
に
行
為
す
る
者
は
、

自
分
の
行
為
状
況
の
特
別
な
状
態
を
、
そ
れ
が
正
規
の
召
命
義
務
の
よ
う
に
諸
々
の
徳
の
実
現
化
を
促
す
と
い
う
具
合
に
解

釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

正
規
の
義
務
と
そ
れ
以
外
の
義
務
に
関
す
る
詳
論
と
並
ん
で
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
《
義
務
に
か
な
っ
た
行
為
に
関
す
る
決
断

を
容
易
に
す
る
》（U

cR
123, 

§72, 96
）《
原
理
》、
す
な
わ
ち
他
の
人
び
と
へ
の
《
敬
意
》、
彼
ら
の
目
的
の
《
支
援
》、
そ

し
て
彼
ら
の
欠
乏
に
対
す
る
《
思
い
や
り
》
を
取
り
上
げ
て
い
る
。《
敬
意
》
は
謙
虚
さ
と
誠
実
さ
の
中
で
、《
支
援
》
は
実

直
、
親
切
、
慈
善
、
そ
し
て
正
直
の
中
で
、《
思
い
や
り
》
は
人
づ
き
あ
い
の
良
さ
と
和
解
的
な
態
度
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ

独
立
し
た
仕
方
で
実
行
さ
れ
る
。

　

こ
の
概
要
に
よ
っ
て
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
考
え
て
い
た
の
は
、キ
リ
ス
ト
教
の
活
動
的
生
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
ス
ム
ー
ズ
な
経
過
は
首
尾
一
貫
し
て
、《
至
福
の
感
情
を
通
し
て
必
然
的
に
生
ず
る
》（U

cR
123, 

§76, 101

）
キ
リ
ス

ト
教
的
完
全
へ
と
通
じ
て
い
る
。

　

U
cR

の
最
終
部
は
《
共
同
体
に
よ
る
神
崇
拝
の
教
理
》
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
こ
こ
で
、《
祈
り
》
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二
五

（

§§78
-80

）、《
福
音
の
宣
教
》（

§§82 u. 87

）、《
洗
礼
と
主
の
晩
餐
》（

§§83 u. 88f

）、
そ
し
て
《
教
会
の
秩
序
》

（

§§84
-86

）
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
実
践
に
お
け
る
祭
儀
的
諸
次
元
に
つ
い
て
熟
考
し
て
い
る
。

三　

影　
　

響

　

リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
一
九
世
紀
の
神
学
者
の
中
で
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
以
後
最
も
重
要
な
人
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
の

主
要
著
作
はR

uV

で
あ
り
、U

cR

は
そ
の
教
理
問
答
形
式
の
抄
録
で
あ
る
。
そ
の
際U

cR

は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
意
図
に
反

し
て
た
し
か
に
教
育
学
的
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
主
に
学
問
的
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
最
も
議
論
の
余
地

の
あ
る
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
R
・
ゼ
ー
ベ
ル
ク
は
、
一
九
世
紀
の
最
後
の
四
半
世
紀
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
全
体
的
雰
囲
気
な
い
し
状
況
を
、《
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
賛
成
か
、
そ
れ
と
も
反
対
か
》（Seeberg 1903, 298

）
と
い
う
無

造
作
に
ま
と
め
ら
れ
た
格
言
で
簡
潔
に
表
現
し
た
。
一
方
で
、
保
守
的-

ル
タ
ー
派
的
信
条
主
義
的
神
学
者
た
ち
（F.H

. R
. 

von Frank, C
h. E

. Luthardt, H
. W

eiß

）
は
、
変
革
さ
れ
た
理
論
状
況
に
逆
ら
っ
て
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
か
ら
出
発
し
て
い
る

近
代
化
の
刺
激
を
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
不
当
な
歪
曲
と
み
な
し
、そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
神
学
の
一
部
を
断
固
と
し
て
排
斥
し
た
。

彼
ら
は
そ
の
本
質
的
欠
陥
を
、
神
学
の
合
理
化
、
神
学
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
の
除
斥
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
生

ず
る
教
義
学
の
制
限
の
中
に
認
め
た
。
そ
れ
は
、キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
倫
理
性
の
次
元
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、か
え
っ
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二
六

て
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
的
価
値
低
下
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
（vgl. dazu N

eugebauer 2002, 5
-18

）。

　

他
方
で
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
神
学
的
洞
察
を
感
謝
し
て
受
け
取
り
、
そ
れ
を
部
分
的
に
自
主
的
な
形
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た

若
い
神
学
者
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
た（A

.v. H
arnack, W

. H
errm

ann, J. K
aftan

）。
彼
ら
の
仲
介
に
よ
り
、リ
ッ
チ
ュ

ル
は
、
世
界
第
一
次
大
戦
に
至
る
ま
で
ド
イ
ツ
神
学
に
お
い
て
圧
倒
的
な
力
を
も
っ
て
い
た
文
化
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

の
共
同
設
立
者
と
な
っ
た
。
一
九
一
八
年
以
降
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
影
響
は
明
ら
か
に
衰
え
、
ハ
レ
の
偉
大
な
リ
ッ
チ
ュ
ル
主

義
者
F
・
カ
ッ
テ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
の
死
（
一
九
三
五
年
）
と
共
に
、
そ
れ
は
終
っ
た
。

　

一
九
一
八
年
以
降
、
弁
証
法
神
学
は
そ
の
勢
力
を
増
し
て
行
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
る
と
、
特
に
ド
イ
ツ
語
圏
に

お
い
て
は
、
K
・
バ
ル
ト
の
神
学
が
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
起
源
に
関
す
る
研
究
が
進
展

す
る
に
つ
れ
て
、
再
び
リ
ッ
チ
ュ
ル
も
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
関
連
で
、
一
九
五
〇
年
代
の
終
り
か
ら
著
者
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て

リ
ッ
チ
ュ
ル
の
神
学
を
再
び
集
中
的
に
論
じ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
・
ル
ネ
サ
ン
ス
が
起
こ
っ
た
と
言
う
こ
と

も
で
き
る
（R

. Schäfer, J. R
ichm

ond

）。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
部
分
的
と
は
い
え
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
啓
示
の
実
証

主
義
者
と
し
て
一
面
的
に
解
釈
さ
れ
た
。

　

現
在
、
た
と
え
い
か
な
る
神
学
的
構
想
も
専
ら
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
リ
ッ

チ
ュ
ル
の
思
想
の
中
心
的
契
機
は
現
代
の
諸
々
の
議
論
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
信
仰
と
倫
理

性
に
関
す
る
彼
の
規
定
、
彼
が
解
釈
の
概
念
と
価
値
の
概
念
を
神
学
的
討
論
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
、
彼
が
特
に
宗
教
改
革
者
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二
七

の
神
学
に
遡
っ
た
こ
と
、
形
而
上
学
と
啓
示
に
対
す
る
彼
の
関
係
、
彼
の
教
会
理
解
、
そ
し
て
文
化
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
に
お
け
る
彼
の
立
場
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
彼
の
主
要
著
作
に
よ
り
、
聖
書
の
歴
史
と
教
義
の
歴
史
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
文
化

的
で
野
心
に
満
ち
た
、
し
か
も
批
判
的
な
形
成
意
志
を
も
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
を
規
定
し
形
成
し
よ
う
と
す
る
彼
の

思
想
の
生
産
的
な
刺
激
に
近
づ
く
こ
と
が
容
易
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
今
日
改
め
て
、
厳
密
な
校
訂
作
業
を
経
た
彼
の
主
要

著
作
の
刊
行
が
願
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四　

資　
　

料

引
用
資
料

A
. R

itschl, U
nterricht in der christlichen R

eligion. 
Studienausgabe nach der 1. 

A
uflage von 1875 nebst den A

bw
eichungen der 

2. und 3. 
A

uflage, eingel. u. hg. v. C
h. A

xt
-P

iscalar, T
übingen 2002

（abgek. U
cR

）.

入
門
資
料

U
cR

, 

§§1, 3, 5f, 11, 22f, 27 und 59f

（=
50f  ﹇2. u. 3. A

uflage

﹈）.

上
級
資
料

Axt
-Piscalar, 2002, IX

-X L
;

K
orsch 1989

;
K

uhlm
ann 1992

;
N

eugebauer 2002
;

Scheliha 1999.
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二
八

五　
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三
〇

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト

　
『
教
会
教
義
学
』

マ
テ
ィ
ア
ス
・
D
・
ヴ
ュ
ト
リ
ヒ

一　

略　
　

歴

　

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
《
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
以
来
、
最
も
重
要
な
福
音
主
義
の
神
学
者
》（Jüngel 1980, 251

） 

と
み
な

さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
一
八
八
六
年
三
月
一
〇
日
、
バ
ー
ゼ
ル
で
生
ま
れ
た
。
彼
の
父
は
、
後
に
ベ
ル
ン
大
学
の
教
会
史
と

新
約
聖
書
の
神
学
教
授
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
ベ
ル
ン
で
育
っ
た
。
一
九
〇
四
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
、
彼
は
ベ
ル

ン
、
ベ
ル
リ
ン
、
テ
ュ
―
ビ
ン
ゲ
ン
、
そ
し
て
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
各
大
学
に
お
い
て
神
学
を
学
ん
だ
。
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
バ

ル
ト
に
最
大
の
影
響
を
与
え
た
の
は
A
・
v
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
元
来
の
神
学
教
師
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク

の
W
・
ヘ
ル
マ
ン
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
、
彼
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
『
キ
リ
ス
ト
教
世
界
』
の
編
集

助
手
を
務
め
た
。
ま
た
一
九
〇
九
年
か
ら
一
一
年
に
か
け
て
、
彼
は
ゲ
ン
フ
の
牧
師
補
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
後
に
彼
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三
一

の
妻
と
な
る
N
・
ホ
フ
マ
ン （
一
八
九
三-

一
九
七
六
年
） 

と
知
り
合
い
、や
が
て
彼
ら
は
一
人
の
娘
と
四
人
の
息
子
を
授
か
っ

た
。
一
九
一
一
年
か
ら
二
一
年
の
間
、
バ
ル
ト
は
ス
イ
ス
北
部
の
ア
ー
ル
ガ
ウ
州
の
ザ
ー
フ
ェ
ン
ヴ
ィ
ル
の
改
革
派
教
会
の

牧
師
と
な
っ
た
。
こ
の
間
に
世
界
第
一
次
大
戦
が
勃
発
し
た
。
そ
し
て
彼
の
教
師
で
あ
っ
た
自
由
主
義
神
学
者
た
ち
の
多
く

が
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
戦
争
政
策
を
支
持
し
た
こ
と
に
、
バ
ル
ト
は
衝
撃
を
受
け
た
。
彼
ら
に
対
す
る
倫
理
的
拒
絶

の
ゆ
え
に
、
そ
の
当
時
の
神
学
の
基
盤
は
彼
に
と
っ
て
不
安
定
な
も
の
に
な
っ
た
。
自
由
主
義
神
学
に
対
す
る
疑
念
の
ゆ
え

に
、
彼
は
ま
っ
た
く
新
た
な
仕
方
で
神
に
つ
い
て
語
る
可
能
性
を
問
い
始
め
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
彼
は
聖
書
を
、

と
く
に
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
を
異
な
る
目
で
読
み
始
め
た
。
彼
は
、《
聖
書
の
霊
の
中
で
、歴
史
的
な
も
の
を
通
し
て「
徹

底
的
に
」》（B

arth 1985, 3

） 
批
判
的
に
《
読
も
う
》
と
し
た
。
こ
の
新
た
な
読
み
方
を
進
め
る
中
で
、
一
九
一
八
年
﹇
出

版
の
日
付
は
一
九
一
九
年
﹈
に
『
ロ
ー
マ
書
』
の
最
初
の
解
釈
が
生
ま
れ
た
が
、そ
の
後
た
だ
ち
に
第
二
版
に
お
い
て
、ま
っ

た
く
新
た
に
書
き
直
さ
れ
た
第
二
の
解
釈
が
提
示
さ
れ
た 

（
一
九
二
二
年
）。
バ
ル
ト
は
、
そ
の
第
一
版
の
刊
行
に
よ
り
、

一
九
二
一
年
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
寄
付
講
座
の
教
授
と
し
て
招
か
れ
た
。
そ
れ
に
続
く
『
ロ
ー
マ
書
』
の
第
二
の
解

釈
は
途
方
も
な
い
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
神
学
の
基
本
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
。
バ
ル
ト
と
並
ん

で
こ
の
神
学
運
動
に
含
め
ら
れ
る
の
は
、
E
・
ブ
ル
ン
ナ
―
、
R
・
ブ
ル
ト
マ
ン
、
F
・
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
、
そ
し
て
E
・
ト
ゥ

ル
ナ
イ
ゼ
ン
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
で
、
ま
た
一
九
三
〇
年
か
ら
は
ボ
ン
大

学
で
、
バ
ル
ト
は
教
授
と
し
て
教
え
た
。
こ
こ
で
彼
は
、
彼
の
主
要
著
作
で
あ
る
『
教
会
教
義
学
』（
以
下
、K

D

と
略
記
。
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三
二

一
九
三
二-

一
九
六
七
年
） 

の
第
一
巻
を
書
い
た
。
そ
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
神
学
の
そ
れ
ま
で
の
戦
友
た
ち
と
の
対

立
は
見
逃
し
え
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
一
九
三
三
年
、
彼
ら
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
『
時
の
間
』
は
休
刊
と
な
っ
た
。
政
治
的

状
況
は
ま
す
ま
す
緊
迫
し
て
行
っ
た
。
一
九
三
三
年
、
バ
ル
ト
は
、
彼
の
闘
争
文
書
で
あ
る
『
今
日
の
神
学
的
実
存
』
の
中

で
ナ
チ
国
家
に
迎
合
し
な
い
よ
う
に
警
告
し
た
。
そ
れ
は
三
万
七
千
部
印
刷
さ
れ
、
バ
ル
ト
は
そ
れ
を
ヒ
ト
ラ
ー
に
も
送
り

付
け
た
。
バ
ル
ト
は
、「
総
統
」
に
対
す
る
無
制
約
的
誓
約
を
拒
絶
し
た
た
め
に
懲
戒
処
分
を
受
け
、
結
局
一
九
三
五
年
、

退
職
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
、
彼
は
バ
ー
ゼ
ル
大
学
の
員
外
教
授
に
招
か
れ
た
。
バ
ル
ト
は
、
一
九
三
五
年

か
ら
定
年
退
職
す
る
六
二
年
ま
で
こ
こ
で
教
え
た
。
そ
こ
で
彼
が
行
っ
た
講
義
か
ら
、
そ
の
後
長
年
に
わ
た
っ
てK

D

の
テ

キ
ス
ト
が
生
ま
れ
た
。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
、
一
九
六
八
年
一
二
月
一
〇
日
バ
ー
ゼ
ル
で
亡
く
な
っ
た
。

二　

作　
　

品

二
・
一　

文
脈
と
思
惟
様
式

二
・
一
・
一　

キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
と
バ
ル
メ
ン
神
学
宣
言

　

一
九
三
四
年
三
月
三
一
日
、バ
ル
メ
ン
で
開
か
れ
た
告
白
教
会
の
代
議
員
の
第
一
会
議
に
お
い
て
、『
バ
ル
メ
ン
神
学
宣
言
』

が
可
決
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、《
ド
イ
ツ
キ
リ
ス
ト
者
》
に
よ
る
福
音
主
義
教
会
の
ナ
チ
化
に
対
す
る
抵
抗
の
告
白
で
あ
り
、
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三
三

一
九
三
二
年
以
来
ド
イ
ツ
の
中
で
起
こ
っ
た
教
会
闘
争
の
成
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
宣
言
は
特
に
、
一
九
三
三
年
の
ヒ
ト
ラ
ー

の
権
力
掌
握
の
救
済
史
的
解
釈
に
反
対
し
、
教
会
に
お
け
る
ナ
チ
の
指
導
者
原
理
の
導
入
と
全
体
主
義
的
国
家
に
よ
る
教
会

の
道
具
化
に
反
対
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
六
世
紀
以
来
初
め
て
、
福
音
主
義
の
諸
々
の
信
仰
告
白
の
間
に
お
い
て
ひ
と

つ
の
共
通
の
告
白
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
本
文
は
Th
・
ブ
ラ
イ
ト
、
H
・
ア
ス
ム
ッ
セ
ン
、
そ
し
て
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
準

備
さ
れ
た
が
、
本
質
的
に
は
バ
ル
ト
の
筆
か
ら
生
ま
れ
た （B

usch 1955⁵, 258

）。

　

K
D

の
神
学
的
思
惟
様
式
は
『
バ
ル
メ
ン
神
学
宣
言
』
に
基
づ
い
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
特
に
そ
の
第
一

テ
ー
ゼ 

（
バ
ル
メ
ン
I
） 
に
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
は
、
続
く
五
つ
の
テ
ー
ゼ
の
実
質
的
エ
ッ
セ
ン
ス
と
前
提
で
あ
り
、
次
の

よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

《
聖
書
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
証
し
さ
れ
て
い
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
が
聞
き
、
生
と
死
に
お
い
て
信
頼
し
、

そ
し
て
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
神
の
唯
一
の
言
葉
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
次
の
誤
っ
た
教
え
を
退
け
る
。
そ
れ
は
、
教
会
は
そ
の
宣
教
の
源
泉
と
し
て
、
神
の
こ
の
唯
一
の
言
葉
の
外

に
、
ま
た
そ
れ
と
並
ん
で
、
さ
ら
に
他
の
諸
々
の
出
来
事
と
力
、
諸
々
の
形
態
と
真
理
を
、
神
の
啓
示
と
し
て
認
識
し
う
る

し
、
ま
た
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
教
え
で
あ
る
》（B

arth 1984, 2f

）。
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三
四

　
K

D

を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
バ
ル
メ
ン
I
の
こ
の
言
明
に
み
ら
れ
る
四
つ
の
観
点
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら

は
内
容
的
に
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。　
　

　

一　

バ
ル
メ
ン
I
に
は
、《
キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
》（B

arth 1961, 186 ;
 H

ervorh. M
.W

.

）
と
い
うK

D

全
体
に
と
っ

て
決
定
的
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
バ
ル
ト
は
、
こ
の
点
を
回
顧
し
つ
つ
、
そ
れ
がK

D

に
対
し
て
も
つ
意
味
を
こ
う
述
べ
た
。

《
わ
た
し
は 

…
… 
次
の
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、
ま
た
首

尾
一
貫
し
て
、
そ
の
す
べ
て
の
発
言
に
お
い
て
直
接
的
な
い
し
間
接
的
に
、
わ
れ
わ
れ
に
語
ら
れ
た
神
の
生
け
る
言
葉
と
し

て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》（B

arth 1961, 185

）。《
わ
た
し
の
課
題
は
、
す
で
に
語
ら
れ

た
す
べ
て
の
こ
と
を
も
う
一
度
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
仕
方
で
、
つ
ま
り
今
や
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
恵
み
の
神

学
と
し
て
考
え
抜
き
、
そ
し
て
発
言
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
》（B

arth 1961, 186

）。

　

二　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
そ
の
集
中
に
お
い
て
、
バ
ル
メ
ン
I
は
十
戒
の
第
一
戒
の
キ
リ
ス
ト
論
的
明
確
化
を

遂
行
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
に
お
い
て
の
み
、
ひ
と
は
、
旧
・
新
約
聖
書
に
証
し
さ
れ
て
い
る
神

と
関
わ
る
。
バ
ル
ト
に
よ
る
と
、
こ
の
第
一
戒
に
違
反
し
た
の
は
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、

《
一
九
三
三
年
の
政
治
的
出
来
事
の
中
に
、ま
た
特
に
神
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
と
い
う
人
物
の
中
に
、

神
の
特
別
な
、
そ
し
て
新
た
な
啓
示
の
源
泉
を
》（K

D
 II/I, 194

） 
認
識
し
た
。
第
一
戒
の
神
学
的
転
換
は
、K

D

の
、
背
後

に
あ
っ
て
常
に
影
響
を
与
え
て
い
る
諸
々
の
根
本
的
動
機
に
属
し
て
い
る （z. B

. K
D

 IV
/3, 113

）。
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三
五

　

三　

バ
ル
メ
ン
I
に
は
、バ
ル
ト
のK

D

全
体
を
規
定
し
て
い
る
認
識
論
的
根
本
命
題
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
み
が
神
の
啓
示
で
あ
る
と
の
命
題
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
の
み
神
は
語
っ
た 

（deus dixit

） 

の
で
あ

り
、
彼
に
お
い
て
の
み
神
は
御
自
身
を
認
識
さ
せ
る
。
人
間
そ
れ
自
体
に
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
、
神
の
認
識
を
可
能
に
す
る

他
の
仲
介
機
関
や
宗
教
的
媒
体
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
《
神
は
神
を
通
し
て
の
み
認
識
さ
れ
る
》（K

D
 

II/1, 200

）。
こ
の
言
明
は
、
神
認
識
に
宗
教
改
革
の
義
認
の
教
理
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

神
は
、
聖
書
と
宣
教
を
通
し
て
、
そ
の
都
度
新
た
に
恵
み
深
い
お
方
と
し
て
啓
示
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
神
認
識
は
《
恵
み
に

よ
っ
て
の
み
》
結
果
と
し
て
起
こ
る
。
神
認
識
は
決
し
て
人
間
の
業
で
は
な
く
、
人
間
が
そ
れ
を
通
し
て
神
認
識
を
成
就
で

き
る
よ
う
な
も
の
は
、
人
間
に
は
、
つ
ま
り
人
間
の
内
に
は
、
何
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
バ
ル
ト
は
そ
のK

D

に
お
い

て
も
っ
ぱ
ら
啓
示
神
学
的
に
神
の
言
葉
か
ら
始
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
、
信
仰
す
る
人
間
か
ら
始
め
た
り
せ
ず
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
神
の
啓
示
に
お
け
る
《
神
御
自
身
》
か
ら
始
め
て
い
る
。

　

四　

バ
ル
ト
は
、
バ
ル
メ
ン
Ⅰ
の
う
ち
に
《
自
然
神
学
の
問
題
と
の
福
音
主
義
教
会
の
、
信
仰
告
白
に
従
っ
た
対
決
を
表

明
し
た
最
初
の
文
書
》（K

D
 II/1, 194

） 

を
み
て
い
る
。
彼
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
と
《
並
ん
で
》、

理
性
、
良
心
、
感
情
、
歴
史
、
自
然
、
文
化
、
あ
る
い
は
福
音
に
優
先
す
る
と
さ
れ
て
い
る
律
法
の
特
殊
な
理
解
に
お
い
て
、

神
の
啓
示
を
宣
言
す
る
す
べ
て
の
神
学
的
企
て
を
自
然
神
学
と
み
な
し
て
い
る
。
自
然
神
学
は
神
を
飼
い
な
ら
し
、
神
と
世

界
を
仲
介
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
《
教
会
の
枠
組
に
お
け
る
福
音
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
》（K

D
 II/1, 
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三
六

157

） 

に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
バ
ル
ト
の
場
合
、《
自
然
神
学
》
は
い
わ
ば
《
キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
の
否
定
的
裏
面
》

で
あ
る
。こ
れ
に
応
じ
てK

D

全
体
も
多
様
な
仕
方
で
そ
の
拒
絶
を
貫
徹
し
て
い
る
。そ
の
際
バ
ル
ト
に
と
っ
て
明
白
で
あ
っ

た
の
は
、
彼
の
神
学
も
、
自
然
神
学
を
生
み
出
す
不
気
味
な
危
険
性
か
ら
決
し
て
免
除
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
然
神
学
の
問
題
と
の
バ
ル
ト
の
関
わ
り
は
、
キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
と
並
ん
で
、K

D

に
お
い
て
最
も
激
し
く
批
判
さ
れ
た

項
目
に
属
し
て
い
る
。

二
・
一
・
二　

K
D

に
お
け
る
バ
ル
メ
ン
I

　

K
D

の
思
惟
様
式
が
バ
ル
メ
ン
I
と
緊
密
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
、
バ
ル
ト
が
こ
の
本
文
をK

D

の
中
で
二
度
引
用
し

て
、
そ
れ
に
注
釈
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
一
度
目
は
、K

D
 II/1,

§26

に
お
い
て
バ
ル
メ
ン
神
学
宣
言
に

言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
バ
ル
ト
が
神
論
の
枠
組
の
中
で
神
認
識
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
個
所
で
あ
り
、
バ
ル

ト
は
こ
の
段
落
の
結
び
に
バ
ル
メ
ン
I
の
神
学
史
的
文
脈
化
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る （K

D
 II/1, 194

-200

）。KD

の
終
り
に
、

二
度
目
に
バ
ル
メ
ン
I
（
た
だ
し
、
拒
絶
の
部
分
は
除
か
れ
て
い
る
） 

が
明
確
に
引
用
さ
れ
、
し
か
もK

D
 IV

/3

の

§69

の
詳
論
に
優
先
す
る
形
で
提
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
落
で
バ
ル
ト
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
預
言
者
と
し

て
の
職
能
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
特
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、

§69

の
い
わ
ゆ
る
「
光
の
教
説
」

（K
D

 IV
/3, 122

-188

） 

で
あ
る
。
こ
こ
で
バ
ル
ト
は
、
教
会
の
壁
の
外
に
も
存
在
す
る
真
の
預
言
の
真
の
言
葉
に
つ
い
て
、
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三
七

つ
ま
り
世
俗
性
の
中
に
あ
る
天
の
国
の
比
喩
に
つ
い
て
語
り
、
ま
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
光
だ
け
で
な
く
創
造
に
お
け
る

諸
々
の
光
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
バ
ル
ト
は
彼
の
キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
を
放
棄
し
、
自
然
神
学
を
容
認
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
バ
ル
ト
は
か
の
言
葉
と
光
を
常
に
、

唯
一
の
光
で
あ
り
言
葉
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
結
び
つ
け
て
い
る （z. B

. in K
D

 IV
/3, 131, 137f, 171ff

）、
と
。
彼

は
そ
の
光
の
教
説
に
よ
り
、
世
俗
的
で
、
事
実
宗
教
的
な
世
界
に
対
し
て
も
神
学
的
な
扉
を
押
し
開
け
た
。
光
の
教
説
は
、

変
化
し
た
神
学
的
問
題
状
況
の
下
で
バ
ル
メ
ン
I
の
方
向
性
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

前
述
の
二
つ
の
引
用
は
、
バ
ル
メ
ン
I
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
がK

D

の
最
後
ま
で
貫
か
れ
、
そ
し

て
そ
れ
がK

D

を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
範
例
的
な
仕
方
で
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、《
バ
ル
メ
ン
神
学
宣
言
》
を
《
バ

ル
ト
神
学
の
基
本
テ
キ
ス
ト
》（Jüngel 1980, 263

） 

と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
ユ
ン
ゲ
ル
が
考
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
彼
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
・
二　

内
容
と
構
成

二
・
二
・
一　

構
造
の
形
式
的
概
観

　

記
念
碑
的
な
著
作
で
あ
るK

D

は
一
三
巻 

（K
D

 I/1
-IV

/4

） 
か
ら
成
り
、
全
体
で
約
九
千
頁
に
な
る
。K

D

の
構
成
は
次

の
通
り
で
あ
る
。
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三
八

　
K

D
 I/1

-I/2
:

神
の
言
葉
の
教
説 （K

D

の
た
め
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
） 

　

K
D

 II/1
-II/2

:

神
論

　

K
D

 III/1
-III/4

:

創
造
論

　

K
D

 IV
/1

-IV
/4

:

和
解
論 （
未
完
） 

　

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
信
仰
論
の
場
合
と
同
様
に
、
バ
ル
ト
のK

D

の
各
章
の
初
め
に
も
あ
ら
か
じ
め
章
の
提
題
が
記
さ

れ
、
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
章
の
内
容
が
極
め
て
簡
潔
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

二
・
二
・
二　

K
D

（K
D

 I

） 

の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ

　

K
D

は
次
の
よ
う
な
提
題
で
始
ま
る
。《
教
義
学
は
、
神
学
の 

﹇
一
つ
の
﹈ 

学
科
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
特
有
な
神
に

つ
い
て
の
語
り 

（R
ede

） 

の
内
容
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
会
が
な
す
学
問
的
な
自
己
吟
味
で
あ
る
》（K

D
 I/1, 1

）。
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
定
義
の
特
徴
的
な
要
素
を
際
立
た
せ
、
そ
れ
に
関
連
す
るK

D
 I/1

とII/2

に
お
け
る
立
論
の
概
略
を
記
す
こ

と
に
す
る
。

　

一　

教
義
学
の
主
体
は
、
例
え
ば
、
教
義
学
を
研
究
す
る
神
学
教
授
で
は
な
く
、《
教
会
》
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
、
形
式

的
に
は
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー 

（『
信
仰
論
§2
』、1960, 10

）
と
ま
っ
た
く
同
様
に
教
義
学
を
《
教
会
の
機
能
》 （K

D
 I/1, 1

） 
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三
九

と
理
解
し
て
い
る
。
バ
ル
ト
の
そ
れ
以
前
の
教
義
学
の
表
題
に
は
、
こ
の
関
連
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
い （vgl. U

nterricht in 

der christlichen R
eligion 

﹇1924
-1926

﹈;
D

ie christliche D
ogm

atik im
 E

ntw
urf 

﹇1927

﹈）。
し
か
し
今
や
《
教
会
教

義
学
》
と
い
う
表
題
に
は
、
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
。
バ
ル
ト
はK

D
 I/1

の
序
文
に
お
い
て
す
で
に
こ
の
関
連
に
つ
い
て
簡

潔
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
《
教
義
学
は
決
し
て
「
自
由
な
」
学
問
で
は
な
く
、
教
会
と
い
う
空
間
に
拘
束
さ
れ
た
、

そ
し
て
そ
こ
で
、
ま
た
そ
こ
で
の
み
可
能
で
意
味
の
あ
る
学
問
で
あ
る
》。
バ
ル
ト
は
こ
の
徹
底
的
に
批
判
的
な
教
会
関
連

を
神
学
的
に
考
察
し
た
だ
け
で
な
く
、
一
生
涯
そ
れ
を
実
践
し
た
。
バ
ル
メ
ン
I
は
、
神
学
的
教
説
と
教
会
の
告
白
の
結
合

と
い
う
バ
ル
ト
が
意
図
し
、
そ
し
て
実
践
し
た
企
て
の
範
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

二　

教
義
学
は
教
会
の
機
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
産
物
で
も
あ
る
。
教
会
は
ま
ず
第
一
に
教
義
学
を
生
み
出
し
、

し
か
も
そ
れ
は
教
会
の
批
判
的
自
己
吟
味
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
教
会
を
教
会
と
す
る
の
は
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
語
り
で
は
な
く
、（
説
教
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
お
け
る
） 

宣

教
で
あ
る 

―
― 

た
だ
し
、
そ
れ
が
次
の
よ
う
な
要
求
を
な
し
、
ま
た
次
の
よ
う
な
期
待
に
包
ま
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の

話
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
自
身
が
神
の
言
葉
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
中
で
、
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
神
が
語
る
と
の
要
求

で
あ
り
、
ま
た
期
待
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宣
教
は
人
間
の
企
て
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
常

に
教
会
に
よ
る
吟
味
を
必
要
と
す
る 

―
― 

ま
さ
に
教
義
学
を
通
し
て
。
こ
の
よ
う
に
教
義
学
は
教
会
の
自
己
吟
味
を
課
題

と
し
、
教
義
学
は
、
教
会
の
宣
教
が
本
当
に
神
の
言
葉
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
。
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四
〇

　

三　

教
義
学
は
、
か
の
自
己
吟
味
を
完
遂
す
る
た
め
に
判
断
基
準
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
基
準
は
ま
た
も
や
神
の
言
葉
で

あ
る
。
こ
の
基
準
は
、
教
会
の
自
己
吟
味
に
仕
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
教
義
学
そ
れ
自
体
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
査
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
で
も
あ
る
。
教
義
学
が
そ
の
課
題
を
果
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
首
尾
一
貫
し
て
ま

ず
神
の
言
葉
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
えK

D

の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
は《
神
の
言
葉
の
教
説
》と
い
う
表
題
に
な
っ

て
お
り
、
第
一
章
《
教
義
学
の
基
準
と
し
て
の
神
の
言
葉
》（

§3
-

§7

） 

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

　

四　

神
の
唯
一
の
言
葉
は
《
三
重
の
形
態
》
で
発
せ
ら
れ
る
。
宣
教
さ
れ
た
言
葉
、
書
か
れ
た
言
葉
、
そ
し
て
啓
示
さ
れ

た
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
宣
教
、（
聖
な
る
） 

文
書
、
そ
し
て
啓
示
は
複
合
的
な
関
連
構
造
の
中
に
あ
る
。
そ
の
中
心
は

啓
示
で
あ
る
。
啓
示
は
い
つ
も
間
接
的
な
仕
方
で
、
聖
書
と
宣
教
と
い
う
二
重
の
間
接
性
の
中
で
人
間
に
出
会
う
。
聖
書
も

宣
教
も
た
し
か
に
《
そ
れ
自
体
で
》
す
で
に
神
の
言
葉
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
神
の
言
葉
が
啓
示
さ
れ

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
ら
は
神
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
神
の
語
り
と
《
な
る
》
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
神
御

自
身
の
語
り
の
出
来
事
の
中
で
神
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
バ
ル
ト
は
、聖
書
の
権
威
を
神
の
言
葉
の
出
来
事
に
移
し
替
え
、

そ
し
て
再
び
そ
れ
を
強
力
に
宣
教
の
文
脈
に
所
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
聖
書
原
理
の
近
代
に
お
け
る

危
機
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

五　

神
の
言
葉
の
三
重
の
形
態
か
ら
も
う
一
度
教
義
学
の
課
題
が
明
確
に
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
教
義
学
は
、
教
会
の
宣
教

が
、
聖
書
に
証
言
さ
れ
て
い
る
神
の
言
葉
の
啓
示
に
本
当
に
ふ
さ
わ
し
い
宣
教
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
。
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四
一

そ
の
た
め
に
教
義
学
は
、
自
ら
を
教
会
の
空
間
の
中
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
聖
書
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
の
言
葉
の

そ
の
宣
教
を
通
し
て
、神
の
言
葉
が
宣
教
そ
れ
自
体
の
判
断
基
準
に
な
る
よ
う
な
仕
方
で
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
複
雑
で
循
環
的
な
指
示
構
造
に
よ
っ
て
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
、
バ
ル
ト
はK

D

の
最
初
か
ら
す
で

に
、
教
義
学
的
思
惟
に
お
い
て
、
教
義
学
と
教
会
に
対
し
て
神
の
言
葉
の
先
行
性
と
処
分
不
可
能
性
を
保
証
し
よ
う
と
努
力

し
て
い
る
。

　

六　

神
の
言
葉
の
三
重
の
形
態
の
教
説
は
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
の
構
成
と
内
容
全
体
を
決
定
し
て
い
る
。K

D
 I/1,

§4

の
第
一

章
に
お
い
て
こ
の
教
説
が
展
開
さ
れ
た
後
で
、K

D
 I/2

の
中
に
ま
で
達
し
て
い
る
第
二
章
は
神
の
啓
示 （

§§8
-18

） 

を
、
第

三
章
は
聖
書 

（

§§19
-21

） 

を
、
第
四
章
は
教
会
の
宣
教 

（

§§22
-24

） 

を
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
扱
っ
て
い
る
。
注
目
に
値
す
る

の
は
、
バ
ル
ト
が
神
の
言
葉
の
三
重
の
形
態
の
教
説
を
《「
神
の
三
位
一
体
性
」
の
教
説
に
対
す
る
唯
一
の
類
比
》（K

D
 

I/1

、124f

） 

と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
す
で
に
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ 

（

§§9
-12

） 

に
お
い
て
三
一
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
特
徴
的
な
位
置
づ
け
は
教
義
学
の
伝
統
か
ら
み
る
と
異
様
で
見
慣
れ
ぬ
も
の
で
あ
る 

（vgl. K
D

 I/1, 316f

）。

実
質
的
な
教
義
学
は
す
で
に
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
に
お
い
て
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
・
二
・
三　

思
惟
様
式
と
叙
述
形
式

　

バ
ル
ト
に
関
す
る
一
九
五
一
年
に
出
版
さ
れ
た
H
・
U
・ 

v
・
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
の
書
物
以
来
、
バ
ル
ト
神
学
に
固
有
な
思
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四
二

惟
様
式
に
関
す
る
議
論
が
続
い
て
お
り
、
そ
れ
は
彼
の
神
学
的
歩
み
の
時
代
区
分
の
問
題
に
も
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
。
バ

ル
ト
の
思
惟
様
式
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
、
類
比
、
弁
証
法
、
特
殊
な
聖
書
の
引
証
、
認
識
的
な

も
の
に
対
す
る
存
在
的
な
も
の
の
予
防
、
特
殊
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
へ
と
向
か
う
思
考
運
動
、
現
実
性
か
ら
可
能
性

へ
と
向
か
う
思
考
運
動
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
れ
は
、
観
念
的
な
も
の
、
劇
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
預
言
的
な
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

K
D

は
、
思
惟
様
式
の
面
で
多
岐
に
わ
た
る
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
提
供
し
て
い
る
（H

unsinger 1993
;

W
üthrich 2006, 

281
-313

）。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
思
惟
様
式
の
ひ
と
つ
、
つ
ま
り
《
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
》
に
つ
い
て
簡
潔
に
触
れ
て
お
き

た
い
。
バ
ル
ト
は
そ
のK

D

の
中
で
繰
り
返
し
、
神
御
自
身
に
お
け
る
神
の
特
別
な
運
動
、
す
な
わ
ち
こ
の
世
へ
と
向
か
い
、

こ
の
世
に
お
い
て
な
さ
れ
る
神
の
特
別
な
運
動
を
表
現
す
る
概
念
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
に
属
し
て
い
る
の
が
、
行
為
、
出

来
事
、
歴
史
、
事
件
、
出
会
い
、
実
践
、
行
動
と
い
っ
た
概
念
で
あ
り
、「
現
実
」
の
概
念
も
そ
う
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
啓
示
、
聖
書
の
霊
感
、
信
仰
、
教
会
な
ど
は
出
来
事
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
バ
ル
ト
に
よ
る
と
、
人
間
も
、

ま
た
関
連
す
る
全
宇
宙
も
、
自
ら
の
う
ち
に
安
ら
ぐ
自
立
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
神
の

行
為
の
う
ち
に
の
み
そ
の
存
在
を
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
神
御
自
身
も
純
粋
な
出
来
事
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
実
践
の
う

ち
に
「
あ
る
」。
そ
れ
ゆ
え
バ
ル
ト
は
、神
、世
界
、そ
し
て
人
間
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
理
解
す
る
。
す
べ
て
は
行
為
で
あ
る
。

悪
で
さ
え
、
つ
ま
り
こ
の
世
に
お
け
る
バ
ル
ト
の
言
う
「
無
な
る
も
の
」
で
さ
え
、
ま
っ
た
く
異
な
る
不
可
能
な
仕
方
で
、
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四
三

同
様
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
「
あ
る
」。

　

そ
れ
ゆ
え
神
学
も
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
神
の
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
類
比
的
応
答
に
《
な
る
》
と
い
う

こ
と
が
、神
御
自
身
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
神
学
的
対
象
の
自
己
運
動
は
神
学
的
思
惟
に
そ
の （
体

系
化
し
え
な
い
）《
不
安
な
い
し
感
動
》
を
与
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、K

D

に
お
い
て
繰
り
返
し
内
容
的
な
移
動
と
自
己
訂
正

が
起
こ
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
神
学
的
思
惟
は
驚
か
な
い
。《
バ
ル
ト
の
思
惟
は
、
そ
の
恒
常
的
な
主
題
の
中
で
、
し
か
も

絶
え
ず
改
造
さ
れ
る
主
題
の
中
で
理
解
さ
れ
る
》（B

eintker  1998, 1139

）。
神
学
的
語
り
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
、
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
《
叙
述
形
式
》
の
中
に
現
れ
て
く
る
。
本
文
は
ほ
と
ん
ど
信
仰
告
白
的
な
い
し
説
教
的
調
子
を
帯
び
て
い

る
か
、
あ
る
い
は
物
語
的
か
つ
劇
的
特
徴
を
示
し
て
い
る （K

D

は
す
で
に
ド
ラ
マ
と
し
て
も
解
釈
さ
れ
た
。P

ietz 1998

）。

二
・
二
・
四　

実
質
的
教
義
学
の
構
成
と
内
容

　

以
下
に
挙
げ
る
の
は
、K

D

の
神
論
と
和
解
論
の
内
容
お
よ
び
そ
の
根
本
特
徴
で
あ
る
。 

（
a
）　

神
論 （K

D
 II

）

　

K
D

 II/I

は
狭
義
の
意
味
で
の
神
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず
五
章
で
は
《
神
認
識
》
が
論
じ
ら
れ
て
い
る 

（

§§25
-27

）。

こ
こ
で
バ
ル
ト
は
、
神
は
神
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
る
と
い
う
、
す
で
に
言
及
さ
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
神
証
明
を
拒
絶
す
る
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四
四

根
本
命
題
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
M
・
ル
タ
ー
の
《
隠
さ
れ
た
神
》
に
関
す
る
発
言
に
お
け
る
あ
る
傾
向
と
比
較
し

て
み
る
と
、
注
目
に
値
す
る
の
は
、
バ
ル
ト
が
神
の
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
啓
示
の
文
脈
に
お
い
て
の
み
論
じ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
は
、
そ
の
啓
示
に
お
い
て
隠
さ
れ
た
お
方
で
あ
る
。
神
の
啓
示
の
背
後
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
並
ん

で
、
神
の
曖
昧
な
被
匿
性
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い （K

D
 II/1, 236, vgl. 608f

）。
こ
の
よ
う
な
仮
定
に
対
し
バ
ル
ト
は
、

す
で
に
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
に
お
い
て
三
一
論
を
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、対
抗
し
て
い
る（
前
掲
の
二
・
二
・
二
を
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
バ
ル
ト
は
最
初
か
ら
、
神
論
は
完
全
に
啓
示
神
学
的
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

　

神
認
識
に
つ
い
て
の
問
い
は
《
神
の
現
実
》（
第
六
章

§§28
-31

） 

に
つ
い
て
の
問
い
に
通
じ
て
い
る
。
バ
ル
ト
は
神
の

存
在
を
《
行
為
の
中
の
存
在
》
と
し
て
、
す
な
わ
ち
人
間
の
た
め
の
《
神
の
啓
示
に
お
け
る
行
為
の
中
の
》《
存
在
》
と
し

て
理
解
し
て
い
る 

（K
D

 II/1, 288

）。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
神
の
存
在
は
、
自
由
に
お
い
て
愛
す
る
お
方
の
存
在
と

し
て
展
開
さ
れ
る
。
愛
と
自
由
の
弁
証
法
的
な
配
列
は
、
神
の
属
性
に
つ
い
て
の
教
説
を
も
、
あ
る
い
は
バ
ル
ト
が
言
っ
て

い
る
よ
う
に
、
神
の
《
完
全
性
》
に
つ
い
て
の
教
説
を
も
規
定
し
て
い
る
。
バ
ル
ト
は
神
の
愛
の
完
全
性
と
神
の
自
由
の
完

全
性
を
区
別
す
る
。
そ
の
際
そ
れ
ら
の
完
全
性
は
神
の
存
在
に
付
加
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
は
ま
っ
た
く
そ
れ
ら

の
完
全
性
で
《
あ
る
》。

　

自
由
に
お
い
て
愛
す
る
お
方
と
し
て
の
神
の
存
在
は
、K

D
 II/2

に
お
い
て
具
体
的
な
お
方
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
第
一
部 （
第
七
章
、

§§32
-35

） 

に
お
い
て
は
、
神
の
恵
み
の
選
び
の
教
説
つ
ま
り
選
び
の
教
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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四
五

そ
れ
は
《
福
音
の
総
計
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
喜
び
の
指
針
の
総
体
つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
》（K

D
 II/2, 9

）。

バ
ル
ト
に
よ
る
と
神
の
予
定
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
選
び
で
あ
る
。
こ
の
主
要
命
題
は
さ
ら
に
両
性
論
に
基
づ
い
て
展
開

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
は
《
選
ぶ
神
》
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
《
選
ば
れ
る
人
間
》
で
あ
る
。
彼
が
選
ぶ
神
で

あ
る
と
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
神
の
恵
み
深
い
選
び
の
対
象
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

彼
自
身
が 

（
父
と
子
の
交
わ
り
の
中
に
あ
る
） 

神
の
子
と
し
て
こ
の
選
び
の
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
仕
方
で

恵
み
深
く
選
ぶ
お
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
初
め
か
ら
、
自
由
に
お
い
て
愛
す
る
神
の
自
己
規
定
に
属
し
て
い
る
。
救
い

あ
る
い
は
滅
び
へ
の
、
神
の
絶
対
的
な
、
不
可
解
で
曖
昧
な
、
そ
し
て
恣
意
的
な
決
定
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ

な
ら
《
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
意
志
と
異
な
る
神
の
意
志
》（K

D
 II/2, 124

） 

は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
の
《
絶
対

的
決
定
》
は
、
キ
リ
ス
ト
論
的
に
規
定
さ
れ
た
《
具
体
的
決
定
》
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
同
時
に

選
ば
れ
た
人
間
で
あ
る
と
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
彼
の
み
が
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
お
方
で
あ
り
、
し
か
も

《
彼
に
お
い
て
》
す
べ
て
の
人
間
が
選
ば
れ
て
い
る
。
彼
は
《
選
ば
れ
た
人
間
と
し
て
、
彼
「
自
身
の
」
人
間
性
に
お
い
て

彼
ら
す
べ
て
を
選
ぶ
「
神
」》（K

D
 II/2, 125

） 

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
《
お
い
て
》
選
ば
れ
て
い
る
の

は
ま
ず
第
一
に
個
人
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
教
会
の
互
い
に
分
離
し
が
た
く
共
属
し
合
っ
て
い
る
二
重
形
態
の
う
ち
に

あ
る
教
団
で
あ
る
。
バ
ル
ト
も
た
し
か
に
二
重
の
予
定
を
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
略
述
し
た
背
景
の
下
で
ま
っ
た

く
別
の
形
態
を
獲
得
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
《
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
選
び
に
お
い
て 

…
… 

神
は
人
間
に
第
一
の
も
の
、
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四
六

選
び
、
至
福
、
そ
し
て
命
を
与
え
よ
う
と
さ
れ
た
が
、
自
分
自
身
に
は
第
二
の
も
の
、
棄
却
、
非
難
、
そ
し
て
死
を
与
え
よ

う
と
さ
れ
た
》（K

D
 II/2, 177, H

erv. gelöscht M
.W

.

）。
こ
れ
に
よ
り
彼
は
万
人
救
済
説
を
主
張
し
た
の
か
ど
う
か
と
い

う
問
い
に
対
し
、
バ
ル
ト
は
こ
う
答
え
た
。《
わ
た
し
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
教
え
て
い
な
い
。
し
か
し
ま
た
教
え
な
い
わ

け
で
も
な
い
》（Jüngel  1980, 263

） 

と
。

　

バ
ル
ト
は
、
彼
の
選
び
の
教
説
に
よ
り
予
定
の
思
想
の
伝
統
全
体
を
創
造
的
な
仕
方
で
変
形
し
た
。
選
び
の
教
説
に
お
い

て
特
に
明
ら
か
な
の
は
、律
法
と
福
音
と
い
う
ル
タ
ー
派
の
順
序
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
選
び
を
福
音
の
総
計
と
し
て
語
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
し
か
し
福
音
は
同
時
に
《
常
に
律
法
の
形

式
》（K

D
 II/2, 11

） 

あ
る
い
は
戒
め
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
は
神
の
恵
み
の
選
び
の
福
音
を
、
そ
れ
に
よ
る
要
求
を

無
視
し
て
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
バ
ル
ト
は
神
論
の
第
八
章
に
お
い
て
《
神
の
戒
め
》
と
い
う
表
題
の
下
で
倫

理
の
基
礎
づ
け
を
展
開
し
て
い
る 

（

§§36
-39

）。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
、K

D

の
さ
ら
な
る
特
徴
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
神
、
創
造
、
そ
し
て
和
解
の
各
教
説
の
中
に
、
そ
の
つ
ど
倫
理
学
の
部
分
を
統
合
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
洞
察
、
つ
ま
り
《
教
義
学
そ
れ
自
体
が
倫
理
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
倫
理
学
は
教

義
学
で
あ
り
う
る
だ
け
で
あ
る
》（K

D
 I/2, 890

） 

と
の
洞
察
を
展
開
し
て
い
る
。

　

創
造
論
と
和
解
論
の
範
囲
は
そ
の
つ
ど
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
と
神
論
の
範
囲
よ
り
も
若
干
広
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
章

立
て
に
従
っ
て
連
続
す
る
形
で
記
述
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。《
創
造
論
》
の
内
容
の
再
現
は
、
和
解
論
の
幾
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四
七

分
詳
細
な
記
述
の
ゆ
え
に
、
ま
た
紙
幅
の
関
係
か
ら
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
次
の
こ
と
は
し
っ
か
り
と
銘
記
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
バ
ル
ト
は
、
創
世
記
一
章
と
二
章
の
広
範
な
解
釈
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
も 

（K
D

 

III/1

）、
そ
の
キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
、
そ
の
類
比
的
に
構
造
化
さ
れ
た
人
間
論 （K

D
 III/2

）、
そ
の
摂
理
論 （K

D
 III/3

）、
ま

た
そ
の
実
質
的
倫
理
学 （K

D
 III/4

） 

を
実
証
し
、
ま
た
さ
ら
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（ 

b
）　

和
解
論 （K

D
 IV

）

　

K
D

は
和
解
論
に
お
い
て
そ
の
内
容
の
中
心
に
到
達
す
る
。
そ
の
中
心
に
立
っ
て
い
る
の
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
認
識

で
あ
る
。
バ
ル
ト
の
キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
はK

D

の
《
ロ
キ （
諸
領
域
）》
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
彼
はK

D
 I/2,

§15

の
《
範

囲
内
で
》、
ま
たK

D
 II/2

に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
論
の
本
質
的
特
徴
を
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
論
は
和
解
論
に

お
い
て
内
容
的
に
拡
大
さ
れ
、
同
時
に
そ
の
構
成
の
内
容
的
か
つ
形
式
的
構
成
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
バ
ル
ト
は

常
に
神
の
主
権
性
と
神
性
を
強
調
し
て
い
た
が
、
和
解
論
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
認
識
に
よ
り
こ
の
思
想
の
「
神-

人
間
」論
的
深
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
深
化
に
よ
り
、神
の
神
性
は
神
の
人
間
性
を
含
む
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。《
た

し
か
に
人
間
の
神
喪
失
は
起
こ
っ
て
い
る
が
、
…
… 

和
解
の
言
葉
に
よ
る
と
神
の
人
間
喪
失
は
起
こ
っ
て
い
な
い
》（K

D
 

IV
/3, 133

） 

と
の
、
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
バ
ル
ト
の
発
言
も
こ
の
関
連
に
属
し
て
い
る
。

　

和
解
論
の
構
成
は
き
わ
め
て
精
巧
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
個
々
の
章
句
を
読
む
際
に
常
に
全
体
構
造
に
お
け
る
そ
の
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四
八

場
所
を
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
、
こ
の
広
範
囲
に
わ
た
る
全
体
を
理
解
す
る
う
え
で
確
か
に
役
立
つ
。
バ
ル
ト

自
身
がK

D
 IV

/1,

§58

の
中
でK

D
 IV

/1

か
らK

D
 IV

/3

ま
で
の
構
成
と
内
容
を
概
観
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
こ
れ
を
跡

づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い 

（Jüngel 1980, 265

も
要
約
の
一
覧
表
を
掲
載
し
て
い
る
）。
以
下
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
論

に
お
け
る
諸
々
の
基
本
的
決
定
を
簡
潔
に
報
告
し
、
和
解
論
の
構
成
全
体
に
対
し
て
も
た
ら
す
そ
の
効
果
を
示
唆
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で
あ
る 
（
そ
の
た
め
に
重
要
な
の
は
、K

D
 IV

/1, 117f. 135
-137. 139f. 145

-148. 165.

に
お
け
る
バ
ル
ト

の
指
示
で
あ
る
）。

　

一　

伝
統
的
に
キ
リ
ス
ト
論
は
次
の
教
説
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
受
肉
と
並
ん
で
キ
リ
ス
ト
の
神
性
と
人
性
の
関
係 

（《
真
の
神
に
し
て
真
の
人
》） 

を
内
容
と
す
る
キ
リ
ス
ト
の
《
人
格
》
の
教
説
、
そ
こ
に
お
い
て （
カ
ル
ヴ
ァ
ン
以
来
） 

祭
司
、

王
、
預
言
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
三
重
の
職
能
が
問
題
と
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
《
業
》
の
教
説
、
キ
リ
ス
ト
の
卑
下
と
高

挙
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
《
二
つ
の
状
態 

（
地
位
・
身
分
）》
の
教
説
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
、
こ
の
三
つ
の
教
説
の
統
一
性
が

分
裂
し
て
い
る
こ
と
の
中
に
、
特
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
と
行
為
な
い
し
業
の
間
の
不
適
切
な
抽
象
化
を
み
た 

―

― 

こ
の
抽
象
化
は
新
約
聖
書
に
対
応
せ
ず
、
不
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
キ
リ
ス
ト
論
全
体
を
改
造
す
る
。
す
な
わ

ち
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
行
為
し
働
き
か
け
る
お
方
で
あ
り
、
彼
の
存
在
は
、
行
為
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
バ
ル
ト
は
、
二
つ
の
状
態
を
交
差
配
列
す
る
形
で
キ
リ
ス
ト
の
二
つ
の
本
性
に
所
属
さ
せ
、
人
格
と
状
態
の
教
説
を
相
互

に
関
連
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
卑
下
に
お
い
て
真
の
和
解
す
る
神 

（《
主
》） 

で
あ
り
、
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四
九

そ
の
高
挙
に
お
い
て
真
の
和
解
さ
れ
た
人
間 （《
僕
》） 

で
あ
る
。
今
や
元
来
の「
状
態
」か
ら
ひ
と
つ
の
歴
史
が
生
じ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
卑
賤
へ
と
向
か
う
神
の
子
の
道
、
異
郷
へ
と
向
か
う
神
の
子
の
道 

―
― 

そ
れ
ゆ
えK

D
 IV

/1

の
表
題

は
《
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
僕
と
し
て
の
主
》
に
な
っ
て
い
る 

―
― 

と
、
次
に
、
高
挙
に
よ
る
人
の
子
の
帰
郷 

―
― 

そ
れ

ゆ
えK

D
 IV

/2
の
表
題
は
《
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
主
と
し
て
の
僕
》
に
な
っ
て
い
る 

―
― 

で
あ
る
。
し
か
し
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
は
、
神
お
よ
び
人
間
と
し
て
ひ
と
り
の
お
方
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
和
解
の
歴
史
の
こ
れ
ら
の
二
つ
の
観
点
は
そ
の

統
一
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
彼
に
お
い
て
起
こ
っ
た
和
解
の
真

理
を
証
言
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
可
能
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
えK

D
 IV

/3

の
表
題
は
《
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
真
の
証
人
》
と

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
論
の
三
つ
の
形
態
、
つ
ま
り
二
つ
の
相
補
的
形
態
と
、
こ
れ
ら
の
相
補
性
を
統
一
性

へ
と
統
合
す
る
ひ
と
つ
の
形
態
が
存
在
す
る
。
各
形
態
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
の
み
な
ら
ず
行
為
と
業
の
特
別
な

観
点
を
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ちK

D
 IV

/1
は
大
祭
司
と
し
て
の
彼
の
業
を
、K

D
 IV

/2

は
王
と
し
て
の
彼
の
業
を
、
そ

し
てK

D
 IV

/3

は
預
言
者
と
し
て
の
彼
の
業
を
論
じ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
伝
統
的
な
三
重
の
職
能
は
、
し
た
が
っ
て
キ
リ

ス
ト
論
の
三
重
の
形
態
の
構
造
を
決
定
し
て
い
る
。
職
能
論
、
両
性
論
、
そ
し
て
状
態
論
を
緊
密
に
交
差
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
キ
リ
ス
ト
論
お
け
る
抽
象
化
を
内
容
的
か
つ
構
造
的
に
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

二　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
と
行
為
な
い
し
業
は
、
彼
が
《
わ
れ
わ
れ
の
た
め
》
に
存
在
し
働
か
れ
る
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
再
び
抽
象
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
正
確
に
言
う
と
、バ
ル
ト
は
神
学
的
伝
統
の
こ
の
抽
象
化
を
非
難
し
て
い
る
。
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五
〇

こ
の
抽
象
化
に
よ
り
、
救
済
論
、
聖
霊
論
、
教
会
論
、
そ
し
て
異
な
る
仕
方
で
罪
論
も
、
キ
リ
ス
ト
論
に
対
し
て
相
対
的
に

自
立
し
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
、
反
対
に
キ
リ
ス
ト
論
は
そ
れ
ら
か
ら
隔
離
さ
れ
た
《
ロ
ク
ス
》
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
バ
ル
ト
は
、
前
掲
の
す
べ
て
の
教
説
に
優
先
す
る
三
重
の
形
態
の
キ
リ
ス
ト
論
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ

れ
ら
を
展
開
し
て
い
る （K

D
 IV

/1
:

僕
と
し
て
の
主
、K

D
 IV

/2
:

主
と
し
て
の
僕
、K

D
 IV

/3
:

真
の
証
人
）。
こ
こ
か
ら

生
じ
て
く
る
の
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
教
説
の
三
重
の
形
態
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
あ
の
先
行
す
る
三
重
の
認
識

か
ら
生
じ
て
く
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
認
識
で
あ
る
。

　
《
人
間
の
「
罪
」
に
つ
い
て
の
認
識
。
す
な
わ
ち
、（
1
）
人
間
の
高
慢
、（
2
）
人
間
の
怠
惰
、（
3
）
人
間
の
嘘
。
―
― 

そ
の
中
で
人
間
の
和
解
が
「
遂
行
さ
れ
る
」
出
来
事
の
認
識
。
す
な
わ
ち
、（
1
）
人
間
の
義
認
、（
2
）
人
間
の
聖
化
、

（
3
）
人
間
の
召
命
。
―
―
「
聖
霊
の
」
業
の
認
識
。
す
な
わ
ち
そ
の
中
で
の
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
「
教
団
」

の 

（
1
）
集
合
、（
2
）
構
築
、（
3
） 

派
遣
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
「
キ
リ
ス
ト
者
」
の
存
在
の 

（
1
）
信
仰
、

（
2
）
愛
、（
3
）
希
望
》（K

D
 IV

/1, 83

）。

　

こ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト
論
は
和
解
論
を
単
に
内
容
的
に
基
礎
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
罪
論
、
救
済
論
、
聖
霊
論
、
そ
し
て

教
会
論
に
対
し
て
、そ
の
構
造
を
決
定
す
る
よ
う
な
仕
方
で
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
和
解
論
全
体
は
、
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五
一

キ
リ
ス
ト
論
の
三
つ
の
形
態
に
基
づ
い
て
、
し
か
も
三
つ
の
交
差
す
る
形
態
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
論
的

集
中
を
保
ち
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
に
、
個
々
の
救
済
史
的
に
配
列
さ
れ
た
《
ロ
キ
》
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
、
ま

た
蓄
積
さ
れ
た
教
義
学
的
弁
明
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
突
破
さ
れ
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
現
れ
た
の
は
、《
キ
リ
ス
ト
論

と
い
う
重
心
の
周
り
に
形
成
さ
れ
、
そ
こ
に
中
心
を
も
つ
実
質
的
教
義
学
の
新
た
な
構
成
》
で
あ
る
。

　

バ
ル
ト
は
《
キ
リ
ス
ト
教
的
生
》
と
題
す
るK

D
 IV

/4

を
も
は
や
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
倫
理
と
し

て
構
想
さ
れ
、
あ
の
三
重
の
形
態
に
適
応
し
た
仕
方
で
、
和
解
論
を
締
め
く
く
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年
、
ま
だ
バ

ル
ト
が
生
き
て
い
る
間
に
《
キ
リ
ス
ト
教
的
生
の
基
礎
づ
け
と
し
て
の
洗
礼
》
と
題
す
る
そ
の
第
一
部
が
出
版
さ
れ
た （ 

そ

の
中
で
彼
は
幼
児
洗
礼
に
反
対
し
て
い
る
！ 

）。
そ
の
他
の
巻
は
《
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
全
集
》
に
《
遺
稿
》
と
し
て
収
め
ら

れ
た （B

arth 1979²

）。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
生
の
実
践 （
へ
の
指
示
）
と
し
て
の
主
の
祈
り
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

にK
D

 IV
/4

の
枠
組
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
の
更
新
と
し
て
の
主
の
晩
餐
に
関
す
る
論
文
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。
バ
ル

ト
は
も
は
や
和
解
論
に
続
く
《
救
済
の
教
説
》（K

D
 V

）
つ
ま
り
終
末
論
に
着
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

てK
D

は
、
そ
の
膨
大
な
範
囲
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
《
未
完
の
作
》
で
あ
る
。
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五
二

三　

影　
　

響

　

バ
ル
ト
は
二
十
世
紀
の
神
学
を
根
本
的
に
変
革
し
た
。
さ
ら
に
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
は
、
彼
は
学
問
的
神
学
だ
け
で
な

く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
教
会
的
、
政
治-

文
化
的
自
己
理
解
と
現
象
形
態
に
本
質
的
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
よ

う
な
影
響
は
す
で
に
早
い
段
階
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
決
定
的
契
機
と
な
っ
た
の
は
、『
ロ
ー
マ
書
』第
二
版 （
一
九
二
二

年
） 

で
あ
っ
た
。
生
前
の
バ
ル
ト
の
影
響
は
、
た
し
か
に
も
っ
ぱ
ら
彼
の
教
義
学
的
著
作
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
少

な
か
ら
ぬ
彼
の
反
対
者
で
さ
え
、
彼
の
あ
る
宗
教
的
独
創
性
を
認
め
て
い
た
。
こ
の
天
分
は
、
途
方
も
な
い
創
作
力
と
結
び

つ
い
て
、
数
え
き
れ
な
い
講
演
、
手
紙
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
闘
争
を
呼
び
か
け
る
文
書
、
そ
し
て
説
教
に
お
い
て
発
揮
さ
れ

た
。
バ
ル
ト
は
も
ち
ろ
ん
う
る
さ
い
好
戦
的
な
神
学
者
で
も
あ
り
、
そ
の
人
格
か
ら
人
々
は
離
れ
て
行
っ
た
し
、
ま
た
離
れ

ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、ト
ゥ
ル
ナ
イ
ゼ
ン
に
宛
て
て
書
い
た
一
九
四
〇
年
一
二
月
二
〇
日
付
け
の
手
紙
の
中
で
、

ブ
ル
ン
ナ
ー
は
バ
ル
ト
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。《
わ
た
し
に
は
次
の
よ
う
に
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
人
間
が

彼
の
周
り
の
人
び
と
に
与
え
る
途
方
も
な
い
魅
力
を
、あ
な
た
は
心
の
奥
底
で
不
当
だ
と
感
じ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
》

（B
arth 2000, 476

）。

　

K
D

の
影
響
も
、
少
な
く
と
も
バ
ル
ト
の
生
き
て
い
る
間
は
、
彼
の
人
格
的
影
響
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
し
ば
し
ば

正
反
対
の
陣
営 

（
バ
ル
ト
対
ブ
ル
ト
マ
ン
） 

の
中
で
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
バ
ル
ト
受
容
が
、
ロ
ー

105



―　　―

五
三

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
者
た
ち 

―
― 

例
え
ば
、G

. Söhngen, H
.U

. von B
althasar, H

. B
ouillard, H

. K
üng 

―
― 

の
研

究
の
お
か
げ
で
新
た
に
活
況
を
呈
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
。
こ
れ
と
並
ん
で
福
音
主
義
神
学
の
立
場
の
側

に
も
、
間
違
い
な
く
構
成
的-

批
判
的
か
つ
持
続
的
貢
献
が
み
ら
れ
た 

―
― 

例
え
ば
、G

.C
. B

erkouw
er, G

. G
loege, H

. 

G
ollw

itzer, H
.J. Iw

and, W
. K

reck, H
. Vogel, E

. W
olf, O

. W
eber

ら
の
著
作
で
あ
る
。

　

六
〇
年
代
に
な
る
と
、
ま
っ
た
く
異
な
る
神
学
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
造
り
出
し
た
新
た
な
世
代
が
登
場
し
て
き
た
。
彼
ら

は
、
バ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
た
問
題
設
定
を
引
き
受
け
た
り
、
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
諸
問
題
を
徹
底
的
に

研
究
し
た
り
、あ
る
い
は
そ
の
厳
密
さ
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
世
代
に
属
す
る
の
は
、J. M

oltm
ann, F.W

. M
arquard, E

. 

Jüngel, W
. Pannenberg, T. R

endtorff.

で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
今
や
、
と
り
わ
け
社
会
政
治
的-

終
末
論
的
視
点
か
ら
、
社
会

主
義
的
か
つ
イ
ス
ラ
エ
ル
《
神
》
学
的-
解
釈
学
的
視
点
か
ら
、
あ
る
い
は
歴
史
神
学
的
か
つ
近
代
論
的
視
点
か
ら
、
批
判

的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
多
種
多
様
な
主
題
が
、
例
え
ば
、
神
論
、
創
造
論
、
人
間
論
、
罪
論
、
和
解
論
、
倫
理

に
関
す
る
よ
り
特
殊
な
研
究
と
共
に
、
個
別
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
七
一
年
か
ら
始
ま
っ
た
《
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
全

集
》（
既
に
四
十
巻
を
越
え
て
い
る
） 

の
刊
行
に
よ
り
、今
やK

D

の
正
確
な
解
明
に
役
立
つ
豊
か
な
資
料
が
入
手
可
能
に
な
っ

て
い
る
。

　

そ
の
間
に
、（K

D

に
関
し
て
だ
け
で
な
く
） 

バ
ル
ト
神
学
に
関
す
る
研
究
資
料
は
異
種
混
合
の
様
相
を
呈
し
、
そ
れ
ら
を

概
観
し
て
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
主
題
の
多
様
性
だ
け
で
な
く
、
バ
ル
ト
が
そ
の
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五
四

背
景
か
ら
解
釈
さ
れ
る
《
方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
》
に
も
当
て
は
ま
る
。
例
え
ば
バ
ル
ト
は
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
読
ま
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
組
織
論
、
認
識
論
、
解
釈
学
、
主
体
性
論
、
文
化
論
、
現
象
学
、
文
化
記
号
論
、
言
語
哲
学
、
脱
構
築

論
、
修
辞
学
、
神
学
的
物
語
論
、
ポ
ス
ト
近
代
化
論
、
文
献
学
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
、
解
放
の
神
学
な
ど
の
観
点
か
ら
読
ま
れ

て
い
る （vgl. P

fleiderer 2005, 235
-237

）。
そ
の
中
で
諸
々
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
の
世
的-

神
学
的《
関
心
の
地
平
》

の
多
様
性
の
中
に
も
、
異
種
混
合
の
様
相
が
反
映
し
て
い
る
。

　

今
の
と
こ
ろ
バ
ル
ト
研
究
は
特
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る 

（P
rinceton T

heological Sem
i-

nary

）。
そ
の
場
合
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
も
み
ら
れ
、
ま
た
英
語
圏
で
も
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
誤
解
、
つ
ま
り
バ
ル

ト
は
「
新
正
統
主
義
」
の
神
学
者
で
あ
る
と
の
誤
解
が
論
駁
さ
れ
て
い
る 

（vgl. M
cC

orm
ack 1995, 23

-26

）。
ド
イ
ツ
語

圏
で
は
、
バ
ル
ト
研
究
の
強
調
点
は
そ
の
受
容
史
に
置
か
れ
、
そ
の
傾
向
は
現
在
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る 

（L
einer/Trow

itzsch 2008

）。
他
方
、K

D

の
内
容
的-

教
義
学
的
根
本
的
決
定
に
関
す
る
批
判
的-

構
成
的
研
究
は
あ

ま
り
注
目
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

G
. G

loege

は
、K

D

が
ま
だ
刊
行
中
に
、K

D

を
《
近
代
の
精
神
科
学
の
最
大
の
作
品
の
ひ
と
つ
、
そ
し
て
お
そ
ら
く

二
十
世
紀
に
お
け
る
最
も
重
要
な
組
織
神
学
的
思
惟
の
業
績
》 （G

loege 1957, 895

） 

と
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は
正
し
い
で
あ

ろ
う
。
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五
五

四　

資　
　

料

引
用
資
料

K
. B

arth, D
ie K

irchiliche D
ogm

atik, I/1
-IV

/4, Zürich 1932
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D
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入
門
資
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B
arths E
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D
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