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義
認
論
に
お
け
るconcupiscentia

の
問
題

石
　
居
　
基
　
夫

第
１
章

問
題
の
所
在

　
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
神
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
中
心
的
教
理
と
し
て
、
そ
し
て
他
の
一
切
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
の
基
、
判

（
１
）

断
基
準
と
し
て
「
義
認
の
教
理
」
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
ル
タ
ー
派
の
伝
統
は
、「
義
認
の
教
理
を
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る

（
２
）

救
い
の
出
来
事
全
体
を
見
通
す
『
視
座
』
に
据
え
、
そ
こ
か
ら
神
学
全
体
を
構
築
し
た
」
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
ル

タ
ー
派
の
一
致
信
条
書
に
著
さ
れ
た
一
連
の
信
仰
告
白
的
諸
文
書
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ト
リ
エ
ン
ト
の
公
会
議
（
一

五
四
五
〜
一
五
六
三
）
の
決
定
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
教
理
こ
そ
が
そ
れ
以
後
ル
ー
テ
ル
教
会
と
ロ
ー
マ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
間
を
互
い
に
断
罪
し
あ
う
ほ
ど
に
分
け
隔
て
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
教
理
を
め
ぐ
っ
て

ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
（
Ｌ
Ｗ
Ｆ
）
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
あ
い
だ
に
築
い
て
き
た
長
い
対
話
の
歴
史
と
、
そ
の
結
実

と
な
っ
た
『
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
』（
以
下
「
共
同
宣
言
」
略
記
）
と
は
、
両
教
会
の
間
に
長
い
間
も
た
ら
さ
れ
て
い

た
誤
解
と
不
必
要
な
感
情
的
対
立
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
ま
た
新
し
い
教
会
一
致
の
運
動
の
成
果
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で

あ
る
。
こ
の
「
共
同
宣
言
」
の
優
れ
て
い
る
点
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
既
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
両
教
会
が
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そ
の
教
理
を
め
ぐ
っ
て
一
致
で
き
る
こ
と
を
宣
言
す
る
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
違
い
に
つ
い
て
も
明
記
し
、
今
後
の
互
い
の
相
互

理
解
を
さ
ら
に
深
め
て
い
く
道
筋
が
整
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
特
に
も
、
そ
の
両
教
会
が
互

い
に
一
致
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
宣
言
文
に
付
加
さ
れ
て
い
る
ア
ネ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
繰
り
返
し
言

及
し
、
そ
の
不
一
致
に
も
か
か
わ
ら
ず
宣
言
に
含
み
こ
ま
れ
る
一
致
の
意
味
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
て
も
、
ま
さ
に

こ
の
「
共
同
宣
言
」
は
両
教
会
が
共
に
キ
リ
ス
ト
の
教
会
と
し
て
認
め
合
い
、
一
致
と
協
力
を
構
築
す
る
歴
史
に
と
っ
て
大
き
な

（
３
）

し
る
し
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
今
私
た
ち
が
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
「
共
同
宣
言
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
両
教

会
の
「
相
違
点
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
つ
つ
、
何
が
神
学
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
文
で
は
そ
の
ア
ネ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
た
両
教
会
の
理
解
の
「
相
違
点
」
の
ひ
と
つ
、concupiscentia

を

め
ぐ
る
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
のconcupiscentia

に
つ
い
て
の
議
論
は
、
お
そ
ら
く
他
の
二
つ
の
「
相
違
点
」
と
し
て
挙
げ

ら
れ
たsim

ul justus et peccator 

と cooperatio 

の
問
題
と
も
深
く
関
係
し
な
が
ら
、
ル
ー
テ
ル
教
会
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
と
の
間
に
な
お
残
さ
れ
て
い
る
神
学
的
な
課
題
を
鮮
明
に
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
教
会
一
致
の
た
め
に
な
さ
れ
た「
共

同
宣
言
」
か
ら
、
再
び
両
教
会
の
違
い
、
神
学
的
「
相
違
点
」
を
こ
と
さ
ら
に
論
じ
、
ま
た
そ
れ
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
は
流
れ
に

逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
違
い
を
あ
い
ま
い
に
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
宗
教
改
革
の
意

義
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
相
互
の
理
解
と
一
致
を
真
実
の
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
相
互
に
認
め
ら
れ
る

違
い
に
お
け
る
神
学
的
な
課
題
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、「
共
同
宣
言
」
の
ア
ネ
ッ
ク
ス
（
付
属
文
書
）
に
お
い
て
、
こ
のconcupiscentia

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
か
。
以
下
が
、
そ
の
部
分
の
記
述
で
あ
る
。
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　concupiscentia

の
概
念
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ル
ー
テ
ル
教
会
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
意
味
合
い
に
お
い
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
ル
ー
テ
ル
教
会
の
信
仰
告
白
文
書
に
お
い
て
は
、concupiscentia

は
人
間
の
自
己
追
求
的
欲
望
と
し
て
理
解

さ
れ
て
お
り
、
律
法
の
光
に
お
い
て
、
霊
的
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
罪
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
のconcupiscentia

の
理
解
は
、
洗
礼
の
後
に
お
い
て
も
人
間
の
中
に
残
り
続
け
る
、
罪
に
由
来
し
、
ま
た
罪
へ
と
追

い
や
る「
心
の
傾
き
」で
あ
る
。
こ
こ
に
含
ま
れ
る
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ル
ー
テ
ル
教
会
の
視
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
欲
望
は
そ
れ
に
よ
っ
て
罪
が
攻
撃
を
し
て
く
る
通
路
と
し
て
も
理
解
さ
れ
う
る
。
罪
の
力
に
よ
っ
て
、
人
間
は
そ
の
す
べ

て
に
お
い
て
、
神
に
反
対
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
ル
ー
テ
ル
教
会
の
概
念
に
お
い
て
も
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
概
念
に
お
い
て
も
、
人
間
に
つ
い
て
の
神
の
原
初
の
計
画
に
対
応
し
な
い
。
罪
は
人
格
的
性
格
を
持
ち
、
そ
し
て
、
そ

れ
自
体
と
し
て
、
神
か
ら
離
れ
る
こ
と
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
い
人
の
自
己
中
心
的
な
欲
望
で
あ
り
、
神
に
対
す

る
信
頼
と
愛
の
欠
如
な
の
で
あ
る
。

　
洗
礼
に
お
け
る
救
い
の
現
実
と
罪
の
力
か
ら
来
る
危
険
と
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
洗
礼

に
よ
る
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
罪
の
赦
し
と
人
間
の
革
新
と
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
、
他
方
で
は
義
と
さ
れ
た
者
が
依
然
と
し
て

攻
撃
し
続
け
る
罪
の
力
に
絶
え
間
な
く
さ
ら
さ
れ
、
神
へ
の
抵
抗
に
対
す
る
生
涯
に
わ
た
る
戦
い
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い

（
４
）

う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ア
ネ
ッ
ク
ス
の
文
章
は
、
端
的
に
両
教
会
の
違
い
と
、
ま
た
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
通
し
て
告
白
さ
れ
る
こ
と
を
言
い
表

し
て
い
る
。

　
確
認
し
よ
う
。
何
が
相
違
点
で
あ
る
か
。concupiscentia

は
ル
ー
テ
ル
教
会
に
よ
れ
ば
「
自
己
追
及
的
欲
望
」
で
あ
り
、
そ
れ



62

自
体
罪
と
呼
ば
れ
る
が
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
罪
に
由
来
し
、
罪
へ
と
押
し
や
る
「
心
の
傾
き
」
で

は
あ
る
が
、「
罪
」と
は
呼
ば
な
い
。
い
ず
れ
も
洗
礼
後
の
人
間
の
中
に
こ
のconcupiscentia

は
問
題
と
し
て
残
り
続
け
る
と
理
解

し
て
い
る
が
、
ル
タ
ー
派
は
こ
れ
を
罪
と
呼
び
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
そ
れ
自
体
を
罪
と
は
呼
ば
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
違

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
言
葉
を
用
い
て
言
い
表
し
て
い
る
事
柄
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
が
同
じ
人
間
の
現
実
を
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
た
強
調
点
を
持
っ
て
言
い
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ル
ー
テ
ル
教
会
で
は
、
人
間
は
洗
礼
に
与
っ
て
も
罪
で
あ
り

続
け
る
が
、
罪
は
赦
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
新
し
い
生
へ
と
向
か
う
こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
る
。
他
方
、
カ
ト
リ
ッ

ク
に
お
い
て
は
洗
礼
に
お
い
て
罪
は
取
り
除
か
れ
る
が
、
依
然
と
し
て
罪
へ
の
傾
き
が
残
る
と
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
戦
い
に
強
調
点

が
置
か
れ
る
。
そ
の
現
実
理
解
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
教
会
も
互
い
に
反
対
し
あ
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
通
に
告

白
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
最
後
の
四
行
に
ま
と
め
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
付
属
文
書
の
こ
の
部
分
は
、
そ
れ
ゆ
え
、「
宣
言
」の
本
文
の
二
八
か
ら
三
〇
に
表
さ
れ
た
事
柄
を
受
け
て
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ

て
い
たconcupiscentia

の
理
解
の
相
違
を
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
の
考
察
と
い
え
る
。
つ
ま
り
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
考
察
が
本

当
に
両
教
会
の
持
っ
て
い
るconcupiscentia

の
理
解
に
お
け
る
違
い
を
正
し
く
捉
え
、
そ
の
違
い
を
乗
り
越
え
る
神
学
的
考
察
と

な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
はconcupiscentia

を
、
罪
そ
の
も
の
で
あ
る
と
呼
び
、
他
方
はconcupiscentia

を
そ

れ
自
体
に
お
い
て
は
罪
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い
を
、
同
じ
人
間
の
現
実
を
描
く
時
の
強
調
点
の
違
い
か
ら
く
る
も

の
と
い
っ
て
済
ま
す
こ
と
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
。
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第
２
章
　co

ncup
iscentia 

の
考
察

　
そ
れ
で
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
一
方
の
ル
タ
ー
派
で
はconcupiscentia

を
罪
と
呼
び
、
他
方
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
こ
れ
を
罪

と
呼
ば
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
少
し
順
を
追
っ
て
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
つ
ま
り
、

こ
の
ア
ネ
ッ
ク
ス
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
のconncupiscentia

と
い
う
言
葉
の
概
念
を
、
二
つ
の
教
会
の
神
学
は「
そ
れ
ぞ
れ

違
っ
た
意
味
合
い
に
お
い
て
用
い
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
タ
ー
派
と
で
は
、
ま
っ

た
く
異
な
る
考
え
方
、
思
考
の
枠
組
み
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
い
て
も
、
そ
の
意
味
は
ま
っ
た
く
異
な
る
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　「
共
同
宣
言
」
の
本
文
の
三
〇
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
理
解
が
詳
し
く
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
洗
礼
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
は
、「
現
実
に
」
罪
で
あ
る
も
の
、「
断
罪
に
値

す
る
」
も
の
す
べ
て
を
除
き
去
る
（
ロ
マ
八
・
一
）
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
罪
に
由
来
し
、
罪
へ
と
追
い
や
る
心

の
傾
き
（
欲
望
）
が
人
の
中
に
は
厳
に
存
在
し
続
け
る
こ
と
も
認
め
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
確
信
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
罪
に
陥

る
際
に
は
絶
え
ず
人
格
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
以
上
、
心
の
傾
き
に
は
こ
の
要
素
が
か
け
て
い
る
の
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク

（
５
）

と
し
て
は
、
こ
の
心
の
傾
き
を
言
葉
の
本
来
的
意
味
で
罪
と
は
見
な
さ
な
い
。

こ
の
文
章
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
に
お
い
て
示
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
理
解
を
ほ
ぼ
正
確
に
そ
の
ま
ま
に
受
け
継
い
で
い
る
。
宗

教
改
革
の
神
学
に
対
し
て
、
強
く
断
罪
の
意
思
を
表
し
た
あ
の
公
会
議
は
、
洗
礼
時
に
与
え
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
恩
恵
に
よ
る
原
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（
６
）

罪
の
赦
し
と
、
ま
た
実
際
に
罪
が
取
り
除
か
れ
、「
無
垢
で
、
穢
れ
な
く
、
清
く
罪
の
な
い
神
の
愛
子
」と
な
る
こ
と
を
語
っ
た
後

に
、
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

　
　

洗
礼
を
受
け
た
者
に
も
、
な
お
、
心
戦
の
た
め
に
欲
情
や
罪
へ
の
傾
き
が
残
る
こ
と
を
こ
の
聖
な
る
教
会
会
議
は
説
く
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
欲
情
は
そ
れ
に
同
意
せ
ず
、
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
恩
恵
に
よ
っ
て
勇
敢
に
抵
抗
す
る
も

の
に
は
危
害
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
「
規
定
に
従
っ
て
戦
っ
た
者
」（
二
テ
モ
テ
二
・
五
）
に
は
栄
冠
が
与
え

ら
れ
る
。
こ
の
欲
情
を
使
徒
は
罪
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
が
（
ロ
ー
マ
六
・
一
二
以
下
）、
教
会
は
こ
れ
を
、
洗
礼
を
受

け
た
者
に
と
っ
て
本
当
の
意
味
で
の
罪
で
あ
る
と
解
釈
し
た
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
罪
の
結
果
と
し
て
罪
へ
の
傾
き
と
解
釈

（
７
）

す
べ
き
で
あ
る
と
聖
な
る
教
会
会
議
は
宣
言
す
る
。

洗
礼
を
受
け
、
す
べ
て
の
罪
が
赦
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
い
る
の
は
無
垢
な
、
罪
の
な
い
状
態
の
人
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
人
間
も
い
つ
で
も
罪
に
陥
る
傾
き
を
抱
え
て
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
に
そ
こ
で
罪
を
犯
さ
な
い
限
り
、
罪

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
罪
を
極
め
て
実
体
論
的
に
捕
ら
え
る
な
か
で
出
て
く
る
論
理
的
帰
結
で
あ
る
。
罪
が
赦

さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
実
際
に
罪
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
罪
が
な
い
け
れ
ど
も
、
人
間
は
罪
へ

の
傾
き
を
持
つ
。
そ
れ
が
、concupiscentia

の
正
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ト
マ
ス
は
、「
原
罪
は
『
原
義
の
欠
如
』（privatio originalis iustitia
）
を
形
相
と
し
、「
欲
情
」（concupiscentia

）
を
質
料
と

（
８
）

す
る
」
と
い
う
き
わ
め
て
明
瞭
な
実
体
論
的
な
定
義
を
も
っ
て
、
罪
の
姿
を
叙
述
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ス
コ
ラ
神
学
の
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
基
本
的
に
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
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の
西
方
教
会
の
伝
統
的
な
理
解
を
忠
実
に
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
原
義
の
欠
如
」と
い
う
事
態
が
、
欲
情
と

い
う
も
の
と
む
す
び
つ
い
て
、
実
体
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
と
き
、
こ
れ
が
原
罪
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
説
明
の
仕
方

の
背
後
に
は
、
も
と
も
と
神
の
創
造
の
中
に
は
悪
い
も
の
は
何
一
つ
存
在
し
な
い
と
い
う
理
解
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
人
間
の
原
罪
も
原
義
の
欠
如
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
説
明
を
す
る
。
さ
ら
に
、
欲
情
も
本
来
人
間
の
本
性
と
し
て
与
え
ら
れ

た
自
然
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
悪
い
も
の
で
も
、
罪
で
も
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
人
間
は
原
義
を
失

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
よ
く
治
め
る
能
力
を
共
に
失
い
、
欲
情
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
え
っ
て
こ
れ
に
支
配
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
人
間
の
原
罪
の
姿
が
あ
る
。
人
格
的
に
意
志
を
持
っ
て
働
か
な
い
限
り
、
罪
の
責
任
は
問
う
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
欲
情
に
自
分
の
意
志
で
人
格
的
に
同
調
し
、
何
か
を
行
う
時
は
じ
め
て
そ
れ
は
現
実
に
罪
と
な
る
。
こ

れ
が
基
本
的
な
理
解
の
筋
道
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
のconcupiscentia

自
体
が
罪
と
は
呼
ば
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
理
解

さ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
ル
ー
テ
ル
教
会
のconcupiscentia

の
理
解
は
な
に
か
。「
共
同
宣
言
」
本
文
に
お
い
て
は
、
特
に
ル
タ
ー
派
の

concupiscentia

の
理
解
を
述
べ
て
い
る
く
だ
り
は
な
い
が
、
ア
ネ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
派
の
見
解
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
は
、
最
初
に
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、 
ル
タ
ー
派
に
と
っ
てconcupiscentia

は
自
己
追
求
的
、
も
し
く
は
自
己
中

心
的
な
欲
望
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
罪
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
信
仰
告
白
に
お
い
て
、
人
間
の

原
罪
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
ダ
ム
の
堕
罪
以
後
、
自
然
の
利
に
よ
っ
て
う
ま
れ
る
す
べ
て
の
人
間
は
、
罪
の
中
に
は
ら
ま
れ
、
ま
た
生
ま
れ
て
く
る
。
す

な
わ
ち
、
す
べ
て
の
者
は
母
の
胎
に
い
る
と
き
か
ら
悪
へ
の
傾
向
と
欲
（concupiscentia

）
と
に
満
ち
て
お
り
、
生
ま
れ
な
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が
ら
に
は
、
神
に
対
す
る
畏
れ
を
持
た
ず
、
ま
こ
と
の
信
仰
を
持
た
な
い
。

さ
ら
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
信
仰
告
白
弁
証
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
箇
所
は
、
肉
的
本
性
に
従
っ
て
生
ま
れ
る
人
々
に
は
、
神
を
畏
れ
、
信
頼
す
る
と
い
う
行
為
ば
か
り
か
、
そ
れ
ら
を
生

み
出
す
力
も
、
能
力
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
人

（
　
）

に
は
肉
の
欲
が
あ
り
、
神
に
対
す
る
真
の
畏
れ
や
信
頼
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る10

。

つ
ま
り
、
こ
のconcupiscentia

は
、
人
間
の
欲
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
単
に
そ
の
人
の
欲
で
あ
る

と
言
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
と
の
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
、
神
を
畏
れ
な
い
こ
と
、
信
頼
し
な
い
こ
と
と
結
び
付
け
て
語

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ル
タ
ー
自
身
、
ロ
ー
マ
書
講
解
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
律
法
は
言
う
、「
あ
な
た
は
貪
っ
て
は
な
ら
ぬ
」（
出
二
〇
・
一
七
）、
む
し
ろ
「
あ
な
た
は
神
を
愛
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

（
申
六
・
五
）
と
。
し
か
し
、
あ
る
別
の
も
の
を
貪
っ
た
り
愛
し
た
り
す
る
者
が
、
は
た
し
て
神
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。
そ
れ
だ
の
に
、
こ
の
貪
り
は
常
に
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
。
従
っ
て
、
何
は
と
も
あ
れ
、
恵
み
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ

な
け
れ
ば
、
神
へ
の
愛
は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
貪
り
の
残
滓 

│
そ
れ
は
今

後
と
も
救
済
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
し
て
、
や
は
り
、
な
お
神
を
ば
全
心
を
も
っ
て
愛
せ
し
め
な
い

も
の
で
あ
る
│ 

は
憐
れ
み
に
よ
っ
て
、
罪
と
し
て
は
数
え
立
て
ら
れ
ず
し
て
、
つ
い
に
は
ま
っ
た
く
取
り
除
か
れ
る
の
で
あ
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り
、
ま
た
信
じ
て
終
わ
り
ま
で
忍
耐
強
く
そ
れ
が
た
め
に
闘
う
者
に
は
完
全
な
る
神
の
愛
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る11

。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
貪
り
」
こ
そ
がconcupiscentia

に
他
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
第
一
に
神
を
愛
さ

し
め
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
の
こ
のconcupiscentia

の
理
解
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
時
、
よ
り
徹
底
し
た

罪
の
理
解
と
な
る
。

し
か
し
人
間
は
決
し
て
肉
の
業
を
な
す
ゆ
え
に
の
み
「
旧
き
人
」
と
い
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
公
正
に
振
舞
い
・
知

恵
を
追
求
し
・
す
べ
て
の
霊
的
な
善
に
よ
っ
て
自
己
を
修
練
す
る
と
き
に
す
ら
一
層
「
旧
き
人
」
で
あ
り
、
神
そ
の
も
の
を

愛
し
崇
め
る
と
き
に
す
ら
、
実
に
さ
ら
に
一
層
「
旧
き
人
」
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
彼
が
す
べ
て
の
こ
と
に
お
い
て
神
の

賜
物
を
享
楽
し
神
を
利
用
す
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
│
中
略
│ 

人
間
は
貪
り
の
愛
に
よ
っ
て
、
神
そ
の
も
の
の
中
に
す
ら

（
　
）

自
分
の
も
の
を
求
め
る
ま
で
に
な
る
の
で
あ
る12

。

す
な
わ
ち
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
こ
のconcupiscentia
と
は
、
ま
さ
に
神
関
係
の
中
で
働
き
、
神
を
愛
す
る
時
に
さ
え
も
自
己
を
追

求
す
る
と
い
う
欲
望
、
そ
の
自
己
中
心
性
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
単
な
る
肉
の
欲
、
情
欲
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま

ら
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
理
性
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
す
む
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
堕
罪
に
よ
っ
て
神
と
の
関
係
が

敗
れ
、
そ
の
本
性
が
ま
っ
た
く
損
な
わ
れ
た
人
間
は
、
そ
の
人
間
の
最
良
の
も
の
、
つ
ま
り
神
を
愛
す
る
と
い
う
霊
的
な
事
柄
に

お
い
て
さ
え
、
自
己
を
追
求
す
るconcupiscentia

か
ら
自
由
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
、
こ
の

concupiscentia

は
不
信
仰
な
人
間
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
罪
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
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以
上
か
ら
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
罪
を
人
間
の
な
か
に
あ
る
実
体
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
枠
組
み
の

な
か
で
、
こ
のconcupiscentia

を
「
罪
へ
の
傾
き
」
と
理
解
す
る
時
、
そ
の
も
の
自
体
は
罪
と
は
呼
ば
な
い
。
他
方
、
ル
タ
ー
派

が
罪
の
問
題
を
神
関
係
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
考
え
る
時
、concupiscentia

は
、「
自
己
追
求
的
欲
望
」で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ

に
人
間
の
罪
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
は
こ
れ
を
罪
と
見
な
い
が
、
他
方
は
こ
れ
を

罪
と
呼
ぶ
と
い
う
と
き
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
言
葉
を
使
う
と
き
の
考
え
の
枠
組
み
に
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
言
葉
を
使
い
、

共
通
す
る
人
間
の
本
性
を
見
つ
つ
も
、
考
え
方
の
枠
組
み
が
違
え
ば
、
見
方
も
異
な
る
し
、
判
断
も
違
っ
て
く
る
の
は
当
然
の
こ

と
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。「
共
同
宣
言
」は
こ
の
両
教
会
の
違
い
を
短
く
ま
と
め
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
判
断
は
正
し
い
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。
二
つ
の
教
会
の
間
に
は
、
こ
れ
を
罪
と
呼
ぶ
か
呼
ば
な
い
か
と
い
う
判
断
の
違
い
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
を
捉
え

る
枠
組
み
の
違
い
が
あ
り
、
そ
の
言
葉
で
考
え
て
い
る
事
柄
に
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の

「
共
同
宣
言
」
は
そ
れ
ら
の
違
い
を
客
観
的
に
把
握
し
な
が
ら
、
よ
り
大
き
な
視
野
に
立
っ
て
、「
相
違
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

致
し
て
告
白
で
き
る
事
柄
を
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
３
章
　『
共
同
宣
言
』
の
残
し
て
い
る
問
題

　
以
上
の
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ル
タ
ー
派
の
教
会
と
の
間
に
あ
る
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
依
拠
す
る
考
え
方
の
枠
組
み

の
違
い
の
故
と
し
て
、
ま
ず
理
解
さ
れ
た
。
つ
ま
り
同
じ
土
俵
で
は
な
い
か
ら
、
判
断
に
も
違
い
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
違
い

を
超
え
て
、
両
教
会
は
人
間
の
罪
の
人
格
的
性
格
と
そ
の
自
己
中
心
的
な
あ
り
よ
う
を
言
い
表
し
、
ま
た
、
そ
の
罪
か
ら
の
救
い

に
与
る
時
に
は
一
方
で
罪
の
赦
し
と
生
の
革
新
が
、
他
方
ま
た
そ
う
し
た
恵
み
の
も
と
に
お
け
る
歩
み
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
罪
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の
力
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
続
け
る
こ
と
が
告
白
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
考
え
方
の
枠
組
み
の
違
い
が
あ
っ
て
も
、
二
つ
の
教
会
は

人
間
と
信
仰
の
あ
り
よ
う
を
同
じ
よ
う
な
事
態
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
た
ち
は
こ
こ
ま
で
確
認
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の
教
会
は
、
同

じ
人
間
の
状
況
を
違
っ
た
枠
組
み
で
捉
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
言
っ
て
い
る
こ
と
は
結
局
同
じ
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
言
い
換

え
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
教
会
の
間
に
は
、
一
つ
の
同
じ
事
態
を
違
っ
た
側
面
か
ら
見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
単
純
な
違
い
が

あ
る
だ
け
な
の
か
。

　
確
か
に
　
同
じ
こ
と
を
違
っ
た
側
面
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
、
も
の
の
見
方
が
変
わ
る

と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
こ
の
も
の
の
見
方
を
根
本
的
に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
新
し

い
認
識
が
う
ま
れ
る
。
新
し
い
認
識
は
世
界
と
の
か
か
わ
り
を
変
え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
も
の
の
見
方
は
、
関
係

を
変
え
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
神
学
に
お
け
る
「
も
の
の
見
方
の
変
化
」
は
、
単
に
、
そ
こ
に
あ
る
事
態
を
違
っ
た
側
面
か

ら
見
る
の
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
主
体
的
に
か
か
わ
る
人
間
実
存
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
規
定
し
て
く
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
そ
れ
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
が
持
っ
て
い
る
考
え
方
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
神
学
的
に
考
察
し
て
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　concupiscentia 

を
罪
と
は
認
め
な
い
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
神
学
の
特
徴
は
、
人
間
に
罪
で
は
な
い
中
間
的
な
、
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
な
場
所
を
与
え
つ
つ
、
人
間
の
本
性
と
し
て
の
自
由
意
志
の
働
き
を
み
と
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
原
罪
を
持
つ
、
い

や
、
原
義
を
欠
く
と
き
に
、
こ
の
自
由
意
志
は
「
と
ら
わ
れ
た
自
由
意
志
（liberum

 arbitrium
 captivatum

）」
で
あ
っ
た
が
、
原

罪
が
取
り
除
か
れ
、
恵
み
が
注
入
さ
れ
る
（infutatio

）
と
、
こ
の
自
由
意
志
は
「
自
由
に
さ
れ
た
自
由
意
志
（liberum

 arbitrium
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（
　
）

liberatum

）」と
な
る13

。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
欲
情
は
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
は
罪
で
は
あ
り
え
ず
、
た
だ
そ
れ
に
同
意

し
た
時
に
罪
と
な
る
と
言
う
考
え
方
に
は
、
同
意
し
な
い
自
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人

間
に
そ
れ
を
よ
く
支
配
す
る
た
め
の
能
力
が
恵
み
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
始
め

の
堕
罪
に
お
い
て
失
わ
れ
た
あ
の
原
義
に
含
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
肉
体
を
支
配
す
る
力
は
、
あ
る
程
度
回
復
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
人
間
存
在
そ
の
も
の
は
問
題
を
持
た
な
い
。
い
や
確
か
に
そ
の
人
は
、
罪
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
、
未
だ
に
弱
い
存
在
で
は
あ
る
し
、
助
け
が
必
要
だ
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
、
自
分
が
そ
の

意
志
に
よ
っ
て
、
こ
の
欲
望
に
同
意
す
る
と
い
う
時
に
だ
け
罪
は
あ
る
の
だ
し
、
そ
れ
は
、
翻
っ
て
言
う
な
ら
ば
こ
の
意
志
が
神

に
向
か
う
の
で
あ
れ
ば
義
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
の
命
令
に
背
く
こ
と
も
で
き
る
が
、
従
う
こ
と
も
で
き
る
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
恵
み
の
助
け
な
し
に
で
は
な
い
が
、
そ
の
恵
み
の
助
け
に
よ
っ
て
、
人
間
は
漸
次
正
し
い
者
に
な

り
う
る
し
、
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
のjustification

の
理
解
は
基
本
的
に
ト
リ
エ
ン
ト
の
公
会
議
で
言
わ
れ
る
理
解
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
義
化
と
は
、
人
間
の
第
一
の
ア
ダ
ム
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
状
態
か
ら
、
第
二
の
ア
ダ
ム
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の

（
　
）

救
い
主
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
よ
る
恩
恵
の
状
態
、「
神
の
養
子
」（
ロ
ー
マ
八
・
一
五
）
と
し
て
の
状
態
へ
の
移
行
で
あ
る14

。

（
　
）

　
つ
ま
り
、justification

と
は
、
人
間
の
状
態
の
移
行
で
あ
る
。
こ
れ
が
基
本
的
な
道
筋
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か15

。「
恵
み
の
み
」

と
「
信
仰
に
よ
っ
て
」
と
い
う
宗
教
改
革
的
な
表
現
そ
の
も
の
は
、
そ
も
そ
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
の
中
で
も
始
め
か
ら
言
わ
れ
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て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
に
お
い
て
は
「
信
仰
の
み
」
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
恵
み
の
み

が
導
く
が
、
人
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
、
実
際
に
罪
を
避
け
う
る
者
と
さ
れ
、
絶
え
ず
罪
の
誘
惑
を
受
け
る
し
罪
に
堕
ち
る
弱
い
存

在
で
は
あ
り
つ
つ
も
、
何
と
か
神
の
恵
み
に
協
力
を
し
て
、
人
間
自
身
が
義
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
人
間
の
行
い
が
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
継
続
的
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
義
と
な
る
こ
と
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
い

う
と
こ
ろ
の
義
認
（
成
義
）
な
の
で
あ
る
。

　
ル
タ
ー
派
は
、
そ
れ
に
対
し
こ
のconcupiscentia

そ
の
も
の
を
罪
と
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
が
神
関
係
の
中
に
あ
る
私
た
ち
を
、

神
で
は
な
く
自
分
を
中
心
と
し
て
考
え
る
自
己
中
心
的
欲
望
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
こ
のconcupiscentia

の
奴
隷
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
奴
隷
的
意
志
（servum

 arbitrium

）
な
の
だ
。
そ
の
と
き
、
確
か
に
私
た
ち
は

信
仰
の
恵
み
の
中
で
義
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
は
や
わ
た
し
で
は
な
く
、
外
な
る
キ
リ
ス
ト
の
義
（iustitia

christi aliena

）の
故
で
あ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
と
一
つ
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
た
だ
私
た
ち
に
と
っ
て
の
救
い
で
あ
り
、
ま
た
私
た

ち
が
義
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
る
根
拠
な
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
自
身
が
義
と
な
る
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
信
仰
は
成
長
す
る
と

（
　
）

言
わ
れ
得
よ
う
。
実
際
に「
宣
義
と
成
義
と
は
内
的
に
連
関
し
て
い
る16

」。
し
か
し
、
そ
の
信
仰
は
私
た
ち
が
ま
す
ま
す
主
を
信
頼

す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
私
た
ち
自
身
の
義
、
正
し
さ
が
増
し
加
わ
る
こ
と
で
は
な
い
。
成
義
は
終
末
論
的
希
望
の
中
に

あ
る
。
神
の
前
に
立
つ
私
自
身
が
、
信
仰
が
成
長
す
る
こ
と
で
よ
り
正
し
い
も
の
と
な
る
と
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
ま
す
ま
す
深
く
罪
を
知
る
か
ら
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
に
信
頼
す
る
信
仰
が
増
す
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
自
身
の
義
は
増
す
こ
と

は
な
い
。
ル
タ
ー
は
た
と
え
ば
、
洗
礼
の
霊
的
な
意
味
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
言
う
。

そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
古
い
ア
ダ
ム
が
、
毎
日
の
心
の
痛
み
と
悔
い
改
め
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
罪
と
、
悪
い
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欲
望
と
共
に
溺
れ
て
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
義
と
純
潔
と
を
も
っ
て
、
と
こ
し
え
に
生
き
る
べ
き
新
し
い
人
が
日
ご

（
　
）

と
に
現
わ
れ
、
よ
み
が
え
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す17

。

　
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
私
た
ち
の
義
認
と
聖
化
は
キ
リ
ス
ト
の
外
な
る
義
が
私
の
内
に
働
き
日
ご
と
に
私
を
新
た
に
す
る

が
、
私
自
身
は
罪
人
で
あ
り
続
け
る
。
そ
し
て
、
終
末
論
的
な
現
在
に
お
い
て
私
に
働
く
神
の
御
業
の
も
と
に
私
自
身
が
あ
る
こ

と
が
、
義
認
の
内
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
自
分
の
力
で
、
あ
る
い
は
神
様
の
助
け
を
頂
き
な
が
ら
で
も
、
次
第
に
善
く
な
っ

て
い
く
、
進
歩
し
て
い
く
道
筋
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
神
ご
自
身
が
、「
今
・
こ
こ
で
」
働
か
れ
る
そ
の
御

業
の
中
に
私
た
ち
が
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
ま
っ
た
く
罪
人
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
ま
っ
た
く
義
人
と
言
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
義
認
を
な
ん
と
考
え
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
確
か
に
あ
る
面
で
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
義
を
着
せ
ら
れ
た

（im
putatio

）罪
人
の
義
認
。
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
法
廷
論
的
な
義
認
論
の
枠
組
み
で
終
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
も
そ
も
こ
の
法
廷
論
的
義
認
の
理
解
の
破
れ
を
こ
そ
、
ル
タ
ー
は
考
え
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
ず
る
と
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、justification

に
お
い
て
ル
タ
ー
は
人
間
の
よ
り

善
く
な
る
業
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
当
に
神
の
業
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
共
同
宣
言
」
に
お
い
て
表
さ
れ
た
「
相
違
」
は
、
両
教
会
の
間
に
あ
る
、
単
な
る
見
方
の
違
い
や

枠
組
み
の
違
い
で
は
な
く
、
深
い
神
学
的
な
構
造
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
造
的
な
違
い
は
神
様
と
の
関

係
を
問
題
と
す
る
限
り
、
無
視
し
得
な
い
基
本
的
な
違
い
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
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第
４
章
　
ま
と
め
と
考
察
：
み
言
葉
に
生
か
さ
れ
る

　
以
上
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ル
タ
ー
派
教
会
と
の
間
に
あ
る
、concupiscentia 

の
理
解
の
相
違
を
検
証
し
な
が
ら
、

両
教
会
の
間
に
あ
る
基
本
的
な
神
学
の
構
造
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
そ
れ
は
、
し
か
し
、
単
な
る
異
な
る
二
つ

の
見
方
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
信
仰
の
中
心
的
理
解
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
知
ら
れ
て
き
た
。
い
や
、

だ
か
ら
こ
そ
、「
義
認
の
教
理
」
は
ル
ー
テ
ル
教
会
に
と
っ
て
、「
教
会
が
立
ち
も
し
、
倒
れ
も
す
る
」
基
本
的
条
項
と
い
わ
れ
て

き
た
の
だ
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
考
察
の
通
り
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
こ
の
両
教
会
の
間
に
あ
る「
相
違
」に
つ
い
て
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
私
た
ち
は
こ
の
違
い
に
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
違
い
を
認
め
つ
つ
、
と
も
に
告
白
す
る
「
共
同
宣
言
」
の
意

義
を
見
失
っ
て
も
い
け
な
い
。
私
た
ち
は
、
基
本
的
に
神
学
が
単
な
る
論
理
、
理
屈
に
な
っ
て
い
く
問
題
性
に
も
し
っ
か
り
と
目

を
向
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
神
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
神
の
事
柄
に
つ
い
て
、
ま
た
信
仰
に
つ
い
て
語
る
限

界
を
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
信
仰
は
決
し
て
理
屈
で
は
な
い
。
た
し
か
に
理
解
な
し
に
盲
目
的
な
信
仰

で
も
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
、
何
ら
か
の
説
明
も
必
要
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
理
屈
が
く
っ
つ
い
て
く
る
時
に
、
そ
の
限
界

性
を
理
解
し
て
お
か
な
い
と
、
一
面
的
、
排
他
的
に
他
の
理
解
を
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。

　
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
こ
の
違
い
こ
そ
が
宗
教
改
革
の
神
学
の
要
と
な
る
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
義
認
が
成
義
、
も
し
く
は
義
化
あ
る
い
は
聖
化
を
含
む
、
内
に
包
み
込
む
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
、
私
た
ち
が
実
際
に
義

と
な
っ
て
い
く
問
題
を
、
こ
と
に
も
倫
理
の
問
題
と
絡
め
て
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
問
題
性
は
顕
著
に
な
る
。
い
っ

（
　
）

た
い
、
私
た
ち
が
な
る
と
い
わ
れ
る
、
そ
の
「
義
」
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か18

。「
神
の
前
の
義
」
は
信
仰
に
よ
っ
て
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の
み
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
の
み
、
義
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
何
も
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
私
た
ち
自
身
が
義
と

な
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
人
の
前
の
義
」に
つ
い
て
で
あ
る
な
ら
ば
、
信
仰
が
あ
る
者
も
な
い
者
も
、
共
に
こ
の
問
題
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
こ
と
は
異
な
る
領
域
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
教
会
が
関
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
弱
さ
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
こ
そ

直
裁
に
問
題
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
義
認
の
教
理
に
関
わ
っ
て
言
わ
れ
る
時
の
「
義
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た

い
何
を
言
わ
ん
と
す
る
の
か
、
よ
く
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
繰
り
返
す
が
、
大
事
な
こ
と
は
信
仰
の
理
屈
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
信
仰
は
理
屈
の
上
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
神

の
言
葉
の
前
に
立
つ
。
ル
タ
ー
の
十
字
架
の
神
学
と
は
、
私
た
ち
を
十
字
架
を
眺
め
て
い
る
「
傍
観
者
」
と
し
な
い
神
学
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
神
の
御
言
葉
は
私
た
ち
を
あ
の
十
字
架
の
出
来
事
の
た
だ
な
か
に
引
き
ず
り
出
す
。
私
た
ち
は
、
自
分
自
身
が
あ
の
十

字
架
の
前
に
立
ち
、「
キ
リ
ス
ト
を
十
字
架
に
つ
け
よ
」と
叫
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
は
や
そ

の
私
の
救
い
の
た
め
に
は
キ
リ
ス
ト
御
自
身
の
罪
の
赦
し
を
恵
み
と
し
て
受
け
取
る
以
外
に
は
道
は
な
い
。
み
言
葉
に
よ
っ
て
の

み
私
た
ち
は
生
か
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
私
た
ち
は
、
ひ
と
り
の
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
と
し
て
、
こ
の
喜
び
を
伝
え
る
者
と
し
て
、
罪

人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
愛
と
奉
仕
に
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
が
「
義
認
の
教
理
」
の
な
か
で
論
ず
る
義
は
、
人
の
義
で
は
な
い
。「
人
の
義
」
は
人
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

で
よ
い
者
、
正
し
い
者
と
い
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
救
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
義
に
頼
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ

で
、
私
た
ち
は
か
え
っ
て
己
の
罪
を
知
ら
ず
、
よ
り
罪
深
い
者
と
な
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
何
を
問
題
と
す
る
か
と
言
え

ば
、
そ
れ
は
「
神
の
義
」
で
あ
る
。
神
の
義
は
私
た
ち
を
裁
か
な
い
で
は
い
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
は
、
こ
の
神
の

義
が
私
た
ち
に
恵
み
と
し
て
分
け
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
義
に
よ
っ
て
の
み
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義
な
の
で
あ
る
。
宣
言
さ
れ
、
認
め
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
さ
に
義
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
神
と
私
の
関
係
の
中
に
お
け
る

義
で
あ
り
、
信
仰
的
な
恵
み
の
奇
跡
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
は
私
自
身
が
こ
の
世
的
に
も
、
つ
ま
り
人
の
前
に
お
い
て
も
義
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち

は
な
ん
と
言
っ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
ル
タ
ー
は
、
私
た
ち
が
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
な
ら
ば
よ
き
業
を
な
す
と

い
う
こ
と
を
い
う
。
よ
い
木
が
よ
い
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
私
た
ち
は
怠
惰
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

（
　
）

の
で
あ
る19

。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
こ
の
世
の
生
活
に
お
い
て
、
具
体
的
な
他
者
へ
の
奉
仕
へ
愛
を
持
っ
て
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
神

様
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
当
然
そ
の
よ
う
に
な
る
と
ル
タ
ー
は
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
自
身
は
自
分
の
義
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
「
信
仰
の
ゆ
え
に
正
し
い
者
、
善
い
者
と
な
る
」
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
語
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
自
分
の
義
に
関
し
て
は
黙
る
以
外
に
は
な
い
。
も
し
だ
れ
か
が
、

私
を
よ
い
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
れ
ば
、
私
た
ち
は
「
あ
な
た
が
私
に
対
し
て
そ
の
よ
う
に
い
う
の
は
な
ぜ
で
す
か
」
と
問
う
以
外

に
な
い
ほ
ど
に
自
分
の
罪
を
知
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
が
、
も
し
、
私
が
知
ら
ず
に
何
事
か
な
し
た
そ
の
善
き

こ
と
を
数
え
上
げ
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
、「
主
よ
、
わ
た
し
は
い
つ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
ま
し
た
か
」

（
マ
タ
イ
二
五
章
三
一
│
四
〇
節
）と
言
う
だ
ろ
う
。
も
し
、
私
が
そ
れ
に
思
い
当
た
る
時
に
も
、「
取
る
に
足
り
な
い
僕
で
す
。
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
し
た
だ
け
で
す
」（
ル
カ
一
七
章
一
〇
節
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
分
が
あ
る
い

（
　
）

は
「
自
分
の
義
」
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い20

。

　
た
だ
し
、
義
認
と
い
う
私
た
ち
の
信
仰
の
い
わ
ば
す
べ
て
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
そ
の
中
心
を
な
し
、
す
べ
て
を
規
定
す
る
教

理
が
、
私
た
ち
の
信
仰
の
生
活
、
こ
と
に
も
倫
理
的
な
事
柄
と
ど
う
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
の
具
体
的
な
信
仰
生
活
に
結
び
つ
い
た
課
題
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
幅
の
広
さ
と
経
験
の
深
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さ
か
ら
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
の
点
で
、
も
し
ル
タ
ー
派
の
教
会
が
義
認
の
理
解
を
た
だ
過
去
の
罪
を
無
条
件

に
赦
さ
れ
る
こ
と
と
狭
く
理
解
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
対
話
と
成
果
の
中
で「
新

生
」
と
か
「
生
の
革
新
」
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
あ
る
新
し
い
生
の
積
極
性
を
再
認
識
す
る
機

会
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
義
認
の
教
理
と
信
仰
生
活
と
の
関
係
の
問
題
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
と
の
対
話
や
相
互
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
の
中
で
、
ま
た
現
代
の
神
学
的
な
課
題
の
中
で
こ
の
問
題
を
見
通
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
そ
の
現
代
の
課
題
と
は
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
の
罪
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
に
く
い
現
状
に
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、
そ
の

一
方
で
個
人
的
な
罪
と
い
う
こ
と
を
こ
え
た
社
会
的
な
罪
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
そ
う
し
た
言
葉
で
は
覆
い
つ
く
せ
な
い
こ
の
世
の

悪
と
い
う
問
題
が
は
る
か
に
深
刻
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
、
義
認
論
の
基
礎
と
も
な
る
神

の
義
の
問
題
な
の
だ
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
私
た
ち
人
間
の
働
き
に
ま
し
て
、
神
か
ら
の
働
き
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の

神
の
働
き
が
、
具
体
的
に
私
た
ち
に
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
、
私
た
ち
が
そ
の
業
に
ど
う
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ろ
う

と
し
て
い
る
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
　
）

　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
大
切
な
こ
と
は
神
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
以
外
に
な
い21

。
そ
の
意
味
で
、

「
共
同
宣
言
」の
意
義
を
も
う
一
度
見
て
み
る
と
、
ま
さ
に
、
自
分
た
ち
の
立
っ
て
い
る
理
屈
は
あ
り
つ
つ
も
、
そ
れ
を
こ
え
て
聖

書
か
ら
聞
く
と
い
う
手
だ
て
の
中
で
、
御
言
葉
に
聞
き
つ
つ
自
分
た
ち
の
信
仰
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
出
来
て
き
た
こ
と
を
評

価
す
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、（
そ
れ
は
他
の
と
こ
ろ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
が
）
ア
ネ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
「
信
仰
の
み
」
と
い
う

い
わ
ば
宗
教
改
革
的
神
学
の
旗
印
的
な
表
現
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
も
共
に
用
い
て
福
音
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ

（
　
）

と
は
大
変
な
意
義
深
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る22

。
そ
う
し
た
相
互
理
解
、
ま
た
違
い
を
認
め
つ
つ
、
一
致
を
求
め
協
力
し
て
い
く
あ

り
方
そ
の
も
の
に
こ
そ
、
主
の
働
き
と
導
き
を
思
わ
ず
に
は
い
な
い
。
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（
１
）
ル
タ
ー
自
身
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
言
う
。「
義
認
の
条
項
は
す
べ
て
の
種
類
の
教
え
の
上
に
立
つ
主
で
あ
り
王
で
あ
り
、
そ
し
て
良
心
と

教
会
を
支
配
す
る
」（W

A
. 39, 1, 205.
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（
２
）
鈴
木
浩
「
義
認
論
の
前
提
と
し
て
の
原
罪
論
」『
ル
タ
ー
研
究
』
第
４
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聖
文
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一
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（
３
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江
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エ
キ
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メ
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テ
ル
教
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の
教
理
に
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る
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史
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〇
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４
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翻
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。
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５
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。
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６
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ー
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７
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８
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冊
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９
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信
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聖
文
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一
九
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二
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三
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│
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四
頁

（
10
）「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
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信
仰
告
白
弁
証
」『
一
致
信
条
書
』　
聖
文
舎
　
一
九
八
二
。
一
三
六
頁

（
11
）
ル
タ
ー
『
ロ
ー
マ
書
講
義
』
上
　
松
尾
喜
代
司
訳
　
新
教
出
版
社
　
一
九
七
三
。
二
五
九
頁

（
12
）
ル
タ
ー
『
ロ
ー
マ
書
講
義
』
下
　
松
尾
喜
代
司
訳
　
新
教
出
版
社
　
一
九
六
七
。
十
一
頁

（
13
）A

lister E
 M
cG
race, Iustitia D

ei: A
 H
istory of the C

hristian D
octrine of Justificat ion, 2

nd Edition (C
am
bridge: C

am
bridge U

niver-
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sity Press) 1986, 205
（
14
）
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
文
書
資
料
集
　〈
信
経
及
び
信
仰
と
道
徳
に
関
す
る
定
義
集
〉　
デ
ン
ツ
ィ
ン
ガ
ー
編
　
シ
ェ
ー
ン
メ
ッ
ツ
ァ
ー
増
補
改
定
　
エ

ン
デ
ル
レ
書
店
　
一
九
七
四
。
　
二
七
四
頁

（
15
）G

erhard O
. Forde, “C

hristian L
ife”, in C

hristian D
ogm

atics V
ol. 2 edited by C

arl E. B
raaten and R

obert W
. Jenson, (Philadelphia:

Fortress Press) 1984. 404.

（
16
）K

. H
oll, G

ezam
m
elt A

ufsatze zur K
irchengeschichte, B

d. 1, 123, 

な
おA

lister E M
cG
race,

　
前
掲
書198

ペ
ー
ジ
参
照
。
　

（
17
）「
小
教
理
問
答
」　『
一
致
信
条
書
』　
聖
文
舎
　
一
九
八
二
。
四
九
九
頁

（
18
）
北
森
嘉
蔵
は
『
宗
教
改
革
の
神
学
』
の
中
で
、
ル
タ
ー
の
「
宣
議
論
」
を
扱
い
、
宣
義
と
成
義
の
関
係
、
つ
ま
り
義
認
の
教
理
と
そ
の
倫
理
的
展

開
と
し
て
の
聖
化
論
と
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
深
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
北
森
が
ホ
ル
や
ゼ
ー
ベ
ル
ク
の
議
論
に
検
討
を
加

え
、
こ
の
二
つ
の
筋
道
を
関
係
付
け
る
こ
と
の
困
難
さ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
北
森
は
キ
リ
ス
ト
論
的
三
一
論
に
よ
る
内
的
弁
証
法
に
よ
っ
て

こ
の
二
つ
の
線
に
共
同
的
解
決
を
得
る
方
向
を
示
し
て
い
る
が
、
い
さ
さ
か
難
解
な
論
理
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
二
つ

の
線
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
困
難
さ
を
示
す
例
証
で
あ
る
。
北
森
嘉
蔵『
宗
教
改
革
の
神
学
』新
教
出
版
　
一
九
六
〇
。
七
八
│
一
四
五
頁
参
照
。

（
19
）
ル
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
内
な
る
人
は
、
霊
に
よ
れ
ば
、
信
仰
に
よ
っ
て
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
十
分
に
義
と
せ
ら
れ
て
い
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ

こ
の
信
仰
そ
の
も
の
と
そ
の
富
と
を
未
来
の
生
に
至
る
ま
で
日
々
増
加
す
べ
き
こ
と
を
ほ
か
に
し
て
は
、
も
つ
べ
き
も
の
は
十
分
に
も
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
地
上
の
死
す
べ
き
生
活
に
留
ま
っ
て
お
り
、
か
つ
ま
た
、
こ
の
生
活
に
お
い
て
は
、
自
分
自
身
の
肉
体
を

支
配
し
人
々
と
交
際
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
ざ
が
始
ま
り
、
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
怠
惰
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。」「
キ
リ

ス
ト
者
の
自
由
」『
ル
タ
ー
著
作
集
』
一
集
、
二
巻
　
三
七
二
頁
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
条
項
で
は
、「
も
し
よ
き
わ
ざ
が
続
い

て
こ
な
い
な
ら
、
そ
の
信
仰
は
偽
り
で
あ
り
、
正
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
ま
で
言
う
。『
ル
タ
ー
著
作
集
』
一
集
、
十
巻
、
二
五
〇

頁
。
　

（
20
）
で
は
、
義
認
論
に
基
づ
い
て
倫
理
的
な
問
題
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
。
も
し
、
そ
う
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
れ
ば
、
私
た
ち
の
言
葉

は
、「
罪
を
赦
さ
れ
た
私
た
ち
は
、
も
は
や
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
と
恐
れ
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
す
る
こ
と
は
、
罪
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
何
も
し
な
い
で
罪
を
避
け
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
は
、「
大
胆
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に
罪
を
犯
し
て
よ
い
」と
い
う
こ
と
か
ら
語
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
罪
は
赦
さ
れ
る
の
だ
し
、
そ
の
罪
び
と

を
用
い
て
で
も
神
様
の
義
は
働
く
の
で
あ
る
。「
罪
人
で
あ
れ
、
大
胆
に
罪
を
犯
し
、
し
か
し
そ
れ
以
上
に
大
胆
に
信
ぜ
よ
」。
そ
の
神
の
恵
み
に

対
す
る
信
頼
か
ら
の
み
、
私
た
ち
の
よ
き
業
は
生
ま
れ
る
。C

f. G
erhard O

. Forde, “C
hristian L

ife” 438- 439.

（
21
）
ル
タ
ー
派
で
は
、
こ
の
神
の
言
葉
は
律
法
と
福
音
と
言
う
二
つ
の
形
で
語
ら
れ
て
き
て
い
る
と
理
解
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
義
認
の
教
理
で
は
、

律
法
と
福
音
の
区
別
こ
そ
が
問
わ
れ
て
き
た
の
だ
と
思
う
。
律
法
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
神
に
よ
っ
て
「
こ
れ
を
せ
よ
、
こ
の
よ
う
で
あ
れ
」
と

求
め
ら
れ
、
し
か
し
、
同
時
に
福
音
に
よ
っ
て
「
す
べ
て
必
要
な
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
な
さ
れ
た
」
と
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
キ
リ

ス
ト
は
、
私
の
救
い
の
基
と
し
て
は
「
外
な
る
キ
リ
ス
ト
」
で
あ
り
つ
つ
、
私
を
生
か
し
、
用
い
ら
れ
る
神
の
恵
み
に
お
い
て
は
「
内
な
る
キ
リ

ス
ト
」
で
あ
る
。
そ
の
神
の
言
葉
と
み
業
に
対
応
す
る
の
が
、
私
た
ち
を
キ
リ
ス
ト
と
一
つ
と
す
る
聖
霊
の
み
わ
ざ
と
し
て
の
「
信
仰
の
み
」
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
律
法
と
福
音
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
22
）Joint D

eclaration on the D
octrine of Justification, 45.




