
141

ル
タ
ー
の
「
三
重
の
秩
序
と
立
場
の
教
え
（drei-Stände-Lehre

）」
と

　
　

教
会
の
宣
教

石
居　

基
夫

一　

は
じ
め
に		

	
	

二　

ル
タ
ー
の
宣
教
理
解
と
二
王
国
論
の
終
末
論
的
枠
組
み

三　
「
三
重
の
秩
序
と
立
場
の
教
え
」		

四　

こ
の
世
の
統
治
と
み
こ
と
ば
の
務
め
を
も
つ
教
会

五　

教
会
の
宣
教
の
展
開
と
デ
ィ
ア
コ
ニ
ア

一　

は
じ
め
に

ル
タ
ー
のdrei-Stände-Lehre

は
、
国
家
、
家
政
、
教
会
と
い
う
「
三
機
関
説（
１
）

」
と
訳
さ
れ
る
。
も
し
く
は
、
こ
の
世
の
統

治
、
結
婚
生
活
、
祭
司
の
職
務
と
い
う
三
つ
を
数
え
て
、「
三
種
の
立
場（

２
）」
ま
た
は
「
職
分（
３
）」、
あ
る
い
は
「
三
機
構
論
」「
三
秩
序
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論（
４
）」

等
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
訳
語
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
定
ま
っ
た
も
の
が
な
く
、
そ
の
教
え
自
体
、
一
般

に
理
解
が
深
ま
っ
て
は
い
な
い
の
が
現
状
と
い
え
よ
う
。

そ
の
理
由
は
、
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
ル
タ
ー
自
身
が
こ
の
考
え
を
表
す
の
に
諸
々
の
表
現
を
使
い
、
統
一
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
も
一
つ
の
要
因
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、order	(ordnung,	ordo,	ordinatio),	hierarchy	(hierarchia),	establishm

ent	

(Stifft),	right	(Recht),	estate	(Stand),	order	of	life	

も
し
く
はlife-form

	(genus	vitae)

な
ど
の
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る（
５
）。

ま
た
、
ル
タ
ー
の
場
合
に
は
い
つ
で
も
注
意
す
べ
き
問
題
で
は
あ
る
が
、
ル
タ
ー
が
こ
れ
を
一
つ
の
「
教
え
」
と
し
て
ま
と
め
、
体

系
的
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
事
情
は
、
ル
タ
ー
のzw

ei-Reiche-Lerhe

も
し
く
はzw

ei-Regim
ente-Lerhe

で
も
似

た
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
二
王
国
論
」、
あ
る
い
は
「
神
の
二
様
の
支
配
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
の
に
比
べ
て
も
、
こ
のdrei-Stände-Lehre

は
論
じ
ら
れ
る
機
会
が
圧
倒
的
に
少
な
い
。

し
か
し
、
倉
松
功
は
『
ル
タ
ー
神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の
基
礎
構
造
』
の
な
か
の
「
二
世
界
統
治
説
の
展
開
」
と
い
う
節
に
お
い

て
こ
の
教
え
に
詳
細
に
言
及
す
る（

６
）。

ル
タ
ー
自
身
が
年
代
と
と
も
に
そ
の
理
解
を
様
々
な
異
な
る
表
現
に
よ
っ
て
表
し
て
き
た
こ
と

を
丁
寧
に
辿
り
つ
つ
、
倉
松
は
、
ル
タ
ー
の
「
三
機
関
説
」
に
つ
い
て
そ
の
救
済
論
的
終
末
論
の
枠
組
み
を
明
確
に
す
る
。
そ
の
上

で
、
こ
の
教
え
が
ル
タ
ー
の
二
世
界
統
治
説
の
「
こ
の
世
の
統
治
に
属
す
る
三
つ
の
機
関
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
指

摘
は
重
要
だ
。
こ
の
三
つ
の
機
関
は
、
神
の
二
世
界
統
治
、
す
な
わ
ち
「
神
の
霊
的
統
治
と
こ
の
世
の
統
治
」
と
の
関
係
で
、
し
ば

し
ば
三
つ
の
機
関
の
う
ち
の
「
国
家
」
と
「
家
政
」
は
こ
の
世
の
統
治
で
、「
教
会
」
は
霊
的
統
治
と
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
の
だ

が
、
倉
松
は
、
は
っ
き
り
と
そ
れ
を
誤
解
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
倉
松
に
よ
れ
ば
、
ル
タ
ー
が
こ
の
三
機
関
を
す
べ
て
、
キ
リ

ス
ト
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
受
動
的
な
義
と
救
い
の
事
柄
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
的
な
義
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ
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ルターの「三重の秩序と立場の教え（drei-Stände-Lehre）」と教会の宣教

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
終
末
論
的
に
「
や
が
て
」
キ
リ
ス
ト
の
統
治
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

い
う
限
定
の
も
と
で
、
こ
の
「
三
機
関
」
の
意
義
が
こ
の
世
の
統
治
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
パ
ウ
ル
・
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
も
ル
タ
ー
の
倫
理
を
ま
と
め
る
中
で
、
こ
の
教
え
に
つ
い
て
一
章
を
当
て
て
論
じ
、「
教
会

の
職
務
、
結
婚
、
世
俗
の
権
威
」
が
、
神
の
制
定
さ
れ
た
三
つ
の
基
本
的
な
役
目
（station

）
で
あ
る
こ
と
と
、
神
が
そ
れ
ら
に

よ
っ
て
こ
の
世
の
秩
序
を
守
り
、
正
義
と
平
和
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の

役
目
に
召
さ
れ
て
い
る
「
召
し
」（vocation,	Beruf

）
と
の
関
係
を
捉
え
て
、
三
つ
の
役
目
、
ま
た
は
立
場
が
、
キ
リ
ス
ト
者
が

信
仰
の
具
体
的
な
生
活
を
実
現
し
て
い
く
枠
組
み
で
あ
る
と
ル
タ
ー
が
言
っ
て
い
る
と
し
て
い
る（

７
）。

さ
て
、
こ
う
し
た
議
論
を
確
認
し
た
上
で
、
本
論
で
は
、
こ
の
ル
タ
ー
のdrei-Stände-Lehre

を
、
現
代
の
日
本
に
お
け
る

「
教
会
」
の
宣
教
を
考
察
す
る
視
点
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
つ
ま
り
、
ル
タ
ー
の
教
え
に
お
い
て
は
、「
神
の
二
様

の
支
配
」
の
枠
組
み
で
「
教
会
」
は
霊
的
統
治
と
し
て
理
解
さ
れ
る
一
方
、「
三
重
の
立
場
」
の
教
え
に
お
い
て
は
こ
の
世
の
統
治

の
枠
組
み
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
訳
だ
。
本
論
で
は
「
教
会
」
の
こ
の
二
重
性
と
、
ま
た
そ
こ
で
果
た
す
べ
き

役
割
に
つ
い
て
現
代
の
宣
教
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
た
、
こ
のdrei-Stände-Lehre

の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は
こ
の
三
つ
の
異
な
る
社
会
的
な
身
分

に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
職
業
・
職
務
と
い
う
意
味
で
だ
け
教
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
三
重
の
仕
方

で
、
神
が
こ
の
世
の
統
治
の
た
め
に
秩
序
を
立
て
、
ま
た
す
べ
て
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
か
か
わ
る
よ
う
に
し
て
生
か
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
も
の
と
理
解
し
、
と
り
あ
え
ず
神
の
こ
の
世
の
統
治
の
た
め
に
神
が
設
定
さ
れ
た
「
三
重
の
秩
序
と
立

場
の
教
え
」
と
し
て
お
き
た
い
。
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二　

ル
タ
ー
の
宣
教
理
解
と
二
王
国
論
の
終
末
論
的
枠
組
み

教
会
の
宣
教
は
、
伝
統
的
に
主
ご
自
身
の
ガ
リ
ラ
ヤ
伝
道
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
宣
べ
伝
え
」「
教
え
」「
癒
す
」（
マ
タ
イ
九
章

35

節
）
こ
と
、
す
な
わ
ち
伝
道
、
教
育
、
奉
仕
と
い
う
働
き
の
な
か
で
理
解
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

究
極
的
な
こ
と
を
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
が
神
の
国
を
宣
べ
伝
え
、
そ
こ
に
信
仰
が
起
こ
れ
ば
、
霊
的
な
支
配
が
始
ま
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
し
、
主
に
あ
っ
て
す
で
に
神
の
国
は
そ
こ
に
現
在
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
こ
そ
、
こ
の
神
の
国
の
実
現
と
い
う
こ

と
が
神
の
宣
教
の
目
的
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
神
の
国
の
実
現
は
こ
の
究
極
的
な
そ
し
て
終
末
論
的
な
確
認

と
と
も
に
、
歴
史
の
な
か
で
具
体
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
「
教
え
」
る
こ
と
も

「
癒
す
」
こ
と
も
神
の
恵
の
業
で
あ
り
、
具
体
的
な
宣
教
を
歴
史
の
中
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
神
の
宣
教
は
神
の
国
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
て
、
そ
れ
は
い
わ
ば
そ
の
神
の
国
を
宣
言
す
る
と
い
う
狭
義
の
宣
教
に

よ
っ
て
一
人
ひ
と
り
に
も
た
ら
さ
れ
る
霊
的
な
出
来
事
だ
と
言
え
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
神
の
国
の
最
終
的
な
実
現
と
な
る
終
末
を

待
ち
望
む
間
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
生
を
神
の
み
こ
こ
ろ
に
か
な
う
も
の
と
し
て
造
り
上
げ
て
い
く
務
め
が
広
義
の
意
味
で
の
宣
教

と
し
て
求
め
ら
れ
て
く
る
。
そ
う
し
た
務
め
こ
そ
が
、
御
国
の
証
で
あ
り
、
ま
た
、
具
体
的
に
人
の
益
と
な
る
こ
と
が
神
の
み
こ
こ

ろ
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ル
タ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
宣
教
論
を
論
じ
る
と
き
に
は
、
説
教
、
礼
拝
と
い
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
既
に
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
ろ
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ルターの「三重の秩序と立場の教え（drei-Stände-Lehre）」と教会の宣教

う
と
も
神
の
前
に
不
信
仰
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
絶
え
ず
神
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
罪
人
が
義
と
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
の
い
の

ち
に
導
か
れ
る
必
要
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る（

８
）。

そ
れ
は
、
第
一
義
的
な
宣
教
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
を
示
す
。
け
れ

ど
も
、
こ
の
義
認
の
信
仰
が
、
歴
史
の
中
に
生
き
ら
れ
て
、
悪
魔
の
力
に
対
す
る
神
の
闘
い
と
い
う
戦
線
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る

こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
戦
線
は
、
こ
の
世
の
領
域
に
お
け
る
神
の
み
こ
こ
ろ
の
実
現
と
し
て
広
が
り
を
見
せ
る
。
今
日
、「
全
世
界

的
な
、
正
義
と
人
間
の
尊
厳
や
解
放
の
た
め
の
闘
い（

９
）」
あ
る
い
は
「
被
造
物
の
統
合
維
持
の
た
め
の
働
き）

（1
（

」
な
ど
が
救
い
の
包
括
的

な
理
解
の
な
か
で
求
め
ら
れ
る
時
、
ル
タ
ー
の
宣
教
論
を
捉
え
る
こ
の
終
末
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

ド
ゥ
フ
ロ
ウ
は
、
ル
タ
ー
の
二
王
国
論
の
特
徴
を
研
究
し
、
神
の
二
様
の
支
配
に
お
け
る
悪
魔
的
諸
勢
力
と
の
闘
い
の
構
図
を
示

し
た
が
、
そ
の
脈
絡
の
な
か
で
、
神
は
霊
的
な
統
治
に
お
い
て
悪
魔
的
な
力
と
対
峙
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
統
治
、
外

的
な
統
治
に
お
い
て
も
、
そ
れ
と
戦
い
、
こ
の
神
の
創
造
さ
れ
た
世
界
を
守
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ド
ゥ
フ
ロ
ウ
は
、
ま

さ
に
そ
の
こ
の
世
の
統
治
に
お
け
る
三
つ
の
「
身
分
」「
統
治
」
の
枠
組
み
の
重
要
性
が
、
今
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
て
い
る
と
指

摘
し
て
い
る
の
だ）

（（
（

。

神
の
宣
教
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
神
の
み
こ
こ
ろ
の
実
現
と
し
て
、
単
に
神
の
霊
的
な
支
配
の
実
現
、
福
音
へ
の
招
き
と
い
う
こ

と
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
、
こ
の
世
界
に
神
の
み
こ
こ
ろ
が
実
現
す
る
よ
う
に
、
罪
と
死
、
悪
の
力
に
対
し
て

戦
う
こ
と
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
ル
タ
ー
は
、
ま
さ
に
こ
の
具
体
的
な
「
サ
タ
ン
に
対
す
る
神
の
闘
い
と
い
う
地
平
で
捉
え
ら
れ
た
戦
場）

（1
（

」
と
し
て
、
神

が
こ
の
世
に
三
つ
の
秩
序
と
立
場
を
お
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
国
家
、
家
政
、
教
会
の
三
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
終

的
な
神
の
国
の
実
現
に
向
か
う
と
い
う
終
末
論
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
捉
え
る
広
義
の
神
の
宣
教
に
お
い
て
、「
三
重
の
秩
序
と
立
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場
の
教
え
」
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
こ
と
が
分
か
る
。

三　
「
三
重
の
秩
序
と
立
場
の
教
え
」

ル
タ
ー
は
、
神
が
こ
の
世
界
を
治
め
る
た
め
にpolitia,	oeconom

ia,	ecclesia

と
い
う
三
つ
のStand

（
身
分
）
あ
る
い
は

ordo

（
秩
序
）
を
お
い
て
い
る
と
い
う
。
例
え
ば
一
五
二
八
年
の
『
キ
リ
ス
ト
の
聖
餐
に
つ
い
て
、
信
仰
告
白
』
に
は
、「
神
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
聖
な
る
職
務
と
正
し
い
立
場
は
次
の
三
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
祭
司
の
職
務
と
結
婚
生
活
と
こ
の
世
の
統
治

と
で
あ
る）

（1
（

」
と
あ
る
。
ま
た
、『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
大
講
解
』（
一
五
三
五
）
に
お
い
て
も
「
よ
い
教
師
」、「
為
政
者
」、「
家
長
」
が
そ

れ
ぞ
れ
「
教
会
」、「
国
」、
そ
し
て
「
家
庭
・
家
政）

（1
（

」
と
い
う
三
つ
の
領
域
に
対
応
す
る
三
つ
の
身
分
（Stand

）
で
あ
る
こ
と
を

語
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
三
つ
の
身
分
は
中
世
の
社
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
し
て
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
に
よ
っ
て
い
る
。

「
支
配
階
級
（
ベ
ラ
ト
ー
ル
）、
僧
侶
階
級
（
オ
ラ
ト
ー
ル
）、
労
働
階
級
（
ラ
ボ
ラ
ト
ー
ル）

（1
（

）」
の
区
分
に
倣
っ
て
、
考
え
ら
れ
た
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
・
中
世
的
社
会
階
層
と
し
て
の
国
と
家
と
教
会
、
そ
れ
と
結
び
つ
け
ら
れ
た

職
業
と
し
て
の
政
治
、
家
政
、
教
会
と
い
う
身
分
の
考
え）

（1
（

を
引
き
継
い
で
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ル
タ
ー
は
こ
う
し
た
社
会
的
身
分
と
そ
の
責
任
が
、
社
会
の
秩
序
を
守
る
た
め
に
神
が
お
か
れ
た
も
の
と
理

解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
中
世
の
伝
統
と
は
異
な
り
、
聖
俗
二
元
論
的
な
考
え
も
、
ま
た
聖
職
に
お
け
る
神
の
前
の
ヒ
エ
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ラ
ル
キ
ー
も
認
め
な
い
。
ど
の
よ
う
な
働
き
も
、
神
の
前
に
は
等
し
い
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
三
つ
の

立
場
に
お
い
て
私
た
ち
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
働
き
、
職
務
の
違
い
を
も
っ
て
、
こ
の
世
の
秩
序
を
保
つ
よ
う
に
召
さ
れ
て
い
る

と
す
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
大
教
理
問
答
」
の
十
戒
の
第
四
戒
の
解
説
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
は
私
た
ち
は
誰
で
も
服
従
す
べ
き
何
通
り
か
の
「
父
」

と
持
つ
と
い
う
表
現
で
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
世
界
に
対
す
る
重
層
的
な
関
係
を
示
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
、
こ
う
言
う
。「
さ

て
、
私
た
ち
は
こ
の
戒
め
に
お
い
て
三
と
お
り
の
父
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
血
縁
に
よ
る
父
と
、
主
家
の
父
と
、
国
の
父
で

あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
な
お
霊
性
上
の
父
が
あ
る）

（1
（

。」
こ
こ
で
、
ル
タ
ー
は
三
通
り
と
言
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
霊
性
上
の
父
が
あ
る
と

言
う
の
だ
か
ら
、
正
確
に
言
え
ば
四
通
り
の
父
を
見
て
い
る
わ
け
だ
が
、
具
体
的
に
は
、
血
縁
の
父
と
主
家
の
父
と
は
、
い
ず
れ

も
家
政
に
つ
い
て
の
責
任
を
持
つ
。「
国
の
父
」
は
こ
の
世
の
統
治
と
し
て
の
責
任
を
持
つ
。
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
た
「
霊
性
上
の

父
」
が
霊
的
な
秩
序
を
守
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
ル
タ
ー
が
、
私
た
ち
は
誰
も

が
こ
れ
ら
の
父
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
つ
ま
り
、
人
は
誰
で
あ
れ
（
つ
ま
り
、
自
分
自
身
が
ど
う
い
う
職

業
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
）、
こ
れ
ら
三
通
り
の
父
に
対
す
る
関
係
の
な
か
で
生
き
る
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
一

人
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
「
私
」
と
い
う
存
在
は
、
自
分
の
身
分
の
務
め
（
職
業
）
に
召
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
む

し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
父
」
と
の
関
係
を
生
き
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
、
神
が
定
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
秩
序
に
対
し
て
の

「
子
」
と
し
て
の
責
任
や
義
務
を
分
ち
持
っ
て
生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ル
タ
ー
の
こ

の
教
え
は
、「
身
分
（Stand

）」
と
い
う
こ
と
ば
で
捉
え
る
よ
り
も
、
お
そ
ら
く
「
三
重
の
秩
序
（order

）」
の
中
に
あ
る
と
い
う

こ
と
で
捉
え
、
各
人
が
こ
の
秩
序
に
か
か
わ
る
「
立
場
」
に
お
い
て
こ
の
世
と
の
関
係
を
生
き
て
い
る
と
理
解
す
る
方
が
よ
り
適
切
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で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ル
タ
ー
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
秩
序
と
は
、
神
が
「
神
の
被
造
世
界
を
守
り
、
保
持
す
る
た
め）

（1
（

」
に
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

つ
ま
り
、
そ
の
枠
組
み
の
も
と
に
、
一
人
ひ
と
り
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
信
仰
生
活
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
統
治
の
働
き
へ
の
関

わ
り
を
生
き
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
そ
の
働
き
の
た
め
に
自
ら
が
応
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ド
ゥ
フ
ロ
ウ
は
、
こ
う
し
た
身
分
や
秩
序
に
よ
る
統
治
が
「
罪
の
支
配
と
の
対
決
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
厳
し
い
側
面
か
ら
の
み
考

察
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
が
理
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と）

（1
（

」
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の

領
域
で
非
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
、
ま
た
信
仰
を
異
に
す
る
人
々
と
も
理
性
お
け
る
協
働
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
必
要
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

た
だ
し
、
倉
松
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
諸
機
関
の
働
き
は
完
全
に
神
の
も
と
か
ら
離
れ
た
自
律
的
な
も
の
と
は
理

解
さ
れ
な
い）

11
（

。
神
の
み
こ
と
ば
が
い
つ
で
も
必
要
で
あ
る
こ
と
が
ル
タ
ー
の
主
張
だ
。
そ
れ
が
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
機
関
は

い
つ
で
も
悪
魔
の
道
具
と
も
な
る
。
そ
れ
が
人
間
の
罪
の
現
実
で
あ
る
こ
と
を
ル
タ
ー
は
知
っ
て
い
る
。

実
際
、
三
つ
の
身
分
の
概
念
は
、
神
の
二
様
の
統
治
以
上
に
実
際
的
な
倫
理
的
課
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
教
え
と
な
っ
て
い
る

と
い
わ
れ
る
が）

1（
（

、
中
世
の
伝
統
的
な
考
え
、
つ
ま
り
中
世
で
一
般
的
に
教
え
ら
れ
て
き
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
が
そ
の
土
台
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
個
人
倫
理
と
し
て
の
「
ニ
コ
マ
ス
倫
理
」、
政
治
倫
理
を
教
え
る
「
政
治
学
」、
家
政
倫
理
が

「
オ
イ
コ
ノ
ミ
コ
ス
（
家
政
学
）」
と
し
て
教
え
ら
れ
た
の
だ
。
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
の
中
世
の
倫
理
の
教
え
の
枠
組
み
に
一
定

の
批
判
的
継
承
が
起
こ
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
ル
タ
ー
は
こ
の
中
世
の
伝
統
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
の
展
開
に

対
し
、「
家
政
」、「
政
治
」
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、
個
人
倫
理
に
代
わ
り
「
教
会
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
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は
、
こ
の
理
性
の
働
く
領
域
に
お
い
て
も
、
た
だ
、
そ
の
自
然
な
人
間
の
自
律
性
に
任
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
神

の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
べ
き
基
本
的
な
筋
道
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
ル
タ
ー
の
「
三
重
の
立
場
」
の
教
え
に
お
い
て
も
、
神
の
み
こ
と
ば
の
中
心
性
が
求
め
ら
れ
る
。
確
か
に
理

性
は
、
信
仰
の
あ
る
な
し
に
拘
ら
ず
、
こ
の
世
界
の
な
か
に
こ
う
し
た
秩
序
と
具
体
的
な
人
間
の
働
き
が
必
要
で
あ
り
、
役
立
つ
こ

と
も
分
か
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
神
の
み
こ
と
ば
に
教
え
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
者
だ
け
が
、
こ
の
秩
序
が
神
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
て
い
る
意
味
を
知
り
う
る
の
だ）

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
者
だ
け
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
神
の
三
重
の
秩
序
に
お
け
る
統
治

に
よ
っ
て
こ
の
世
界
が
保
た
れ
、
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
、
悪
が
退
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
、
そ
れ
ゆ

え
に
そ
の
働
き
の
確
か
な
意
味
を
受
け
取
っ
て
そ
の
働
き
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四　

こ
の
世
の
統
治
と
み
こ
と
ば
の
務
め
を
も
つ
教
会

ル
タ
ー
の
「
三
重
の
秩
序
と
立
場
の
教
え
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
こ
れ
が
、
神
の
こ
の
世
の
統
治
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る

秩
序
で
あ
り
、
個
々
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
秩
序
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
神
の
統
治
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
を
生
き

る
私
た
ち
に
お
い
て
考
え
る
と
、
私
た
ち
は
皆
誰
か
の
娘
、
息
子
で
あ
る
、
妻
や
夫
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
母
親
、
父
親
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
教
会
の
信
徒
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
奉
仕
の
務
め
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
国
家
の
働
き
の
た
め
の
納
税
者
で
あ

り
、
代
表
者
を
国
会
に
送
る
た
め
の
参
政
権
を
も
ち
、
ま
た
具
体
的
に
何
ら
か
の
公
共
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
な
ど
す
る
。
そ
う
し
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て
一
人
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
秩
序
の
中
に
生
き
、
役
割
を
幾
重
に
も
持
つ
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
者
も
そ
う
で
な
い

も
の
も
、
共
に
こ
の
秩
序
の
中
に
様
々
な
形
で
関
わ
り
、
生
き
る
も
の
で
あ
り
、
悪
や
罪
の
力
に
抗
し
て
、
神
の
前
の
義
で
は
な

く
、
こ
の
世
の
義
を
つ
く
り
、
他
者
を
助
け
、
平
和
を
実
現
す
る
。
た
だ
、
キ
リ
ス
ト
者
は
そ
の
自
ら
の
務
め
を
神
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
た
使
命
、
召
し
と
し
て
生
き
る
よ
う
に
な
る
と
教
え
ら
れ
る
の
だ
。

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
た
い
こ
と
は
、
ま
ず
家
政
と
こ
の
世
の
権
威
、
そ
し
て
教
会
と
い
う
三
つ
の
秩
序
に
お
い
て
、
教
会
が
ど

の
よ
う
な
役
割
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
ル
タ
ー
の
時
代
に
「
家
政
（oeconom

ia

）」
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
家
庭
を
い
か
に
治
め
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
妻
と
子
ど
も
た
ち
、
そ
し
て
そ
の
家
に
あ
る
他
の
人
々
を
支
え
、
守
り
、
よ
く
こ
れ
を
お
さ
め
る
こ
と

が
夫
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、
ま
た
主
家
の
主
で
あ
る
も
の
の
務
め
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
こ
の
家

政
と
い
う
こ
と
で
見
い
だ
さ
れ
る
共
同
体
は
、
今
日
の
よ
う
な
核
家
族
で
は
な
く
、
家
父
長
制
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
下
男
や
下

女
を
含
む
や
や
大
き
な
共
同
体
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
家
政
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
人
々
の
生

活
を
支
え
る
た
め
の
経
済
的
な
問
題
も
含
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
職
業
を
も
っ
て
働
く
こ
と
も
、
こ
の
家
政
と
い
う
概
念
の
中

で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ダ
ム
の
堕
罪
の
結
果
と
し
て
、
人
間
と
自
然
と
の
間
に
呪
い
が
お
か
れ
た
た
め
労
苦
が
伴
う
こ
と
と
な
っ

た
が
、
大
地
に
働
き
か
け
て
生
き
る
た
め
に
必
要
な
食
べ
物
を
得
る
労
働
が
、
こ
の
家
政
の
た
め
に
大
切
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
を
育
て
、
必
要
な
教
育
を
与
え
、
将
来
の
職
業
へ
の
備
え
を
し
て
い
く
こ
と
も
大
き
な
役
割
と
さ

れ
て
い
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
の
「
家
政
」
と
は
、
人
間
の
労
働
や
経
済
活
動
、
も
う
少
し
深
め
る
と
人
間
と
自
然
と
の

関
係
、
そ
し
て
教
育
や
福
祉
な
ど
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
が
包
含
す
る
内
容
は
、
今
日
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私
た
ち
が
家
政
と
い
う
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
り
も
広
い
範
囲
の
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。

一
方
、
こ
の
世
の
権
威
、
あ
る
い
は
国
家
は
、
神
が
ご
自
身
の
創
造
さ
れ
た
こ
の
世
の
秩
序
を
保
ち
、
悪
を
防
ぎ
、
外
的
な
義

（
正
義
）
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
主
と
し
て
公
的
世
界
に
お
け
る

政
治
的
な
問
題
が
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
、
正
義
、
公
平
を
含
め
た
平
和
の
問
題
、
現
代
的
な
脈
絡
で
は
権
力
と
人
権
の
関
係

も
含
ま
れ
、
こ
の
世
の
公
的
な
領
域
に
お
け
る
神
の
御
心
の
実
現
に
責
任
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
悪
に
対
し
て
は
罰

が
用
意
さ
れ
、
法
と
剣
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
こ
と
も
当
然
と
さ
れ
る
。「
外
的
に
平
和
を
つ
く
り
だ
し
、
悪
事
を
阻
止
す
る）

11
（

」
た
め

の
務
め
を
担
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
神
の
こ
の
世
の
統
治
、
い
わ
ゆ
る
律
法
の
領
域
で
あ
り
神
の
左
手
の
業
と
呼
ば
れ
る
秩
序
に
「
教

会
」
を
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ル
タ
ー
は
、
神
の
霊
的
な
統
治
と
こ
の
世
の
統
治
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
し
て

い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
霊
的
統
治
に
お
い
て
は
、
た
だ
み
こ
と
ば
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
愛
と
ゆ
る
し
が
与
え
ら
れ
、
信
仰
が
キ
リ
ス

ト
者
を
つ
く
る
が
、
こ
の
世
の
統
治
に
お
い
て
は
、
外
的
な
秩
序
を
つ
く
る
た
め
に
時
と
し
て
剣
や
鞭
も
必
要
と
さ
れ
う
る
。
だ
か

ら
、
こ
の
二
つ
は
異
な
る
働
き
で
あ
り
、
峻
別
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
三
重
の
秩
序
」
に
お
い
て
は
、
教
会
が

こ
の
世
の
統
治
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
霊
的
な
意
味
で
の
教
会
の
働
き
を
、
こ
の
世
の
権
威
や
論
理
と
区
別
し
、
神
の

右
手
に
霊
的
領
域
を
み
る
考
え
と
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
は
、
ま
ず
「
教
会
」
は
必
ず
し
も
霊
的
支
配
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
世
的
な
側
面
が
あ
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い）

11
（

。
そ
し
て
「
教
会
」
が
こ
の
世
の
秩
序
の
中
に
お
か
れ
て
い
る

こ
と
は
、
教
会
が
こ
の
世
の
こ
と
が
ら
、
つ
ま
り
政
治
的
な
側
面
に
対
し
て
も
、
あ
る
い
は
家
政
的
な
側
面
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
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役
割
を
果
た
す
べ
く
そ
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

先
に
も
触
れ
た
が
、
ル
タ
ー
の
創
世
記
講
解
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
堕
罪
以
後
に
お
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
家
政
よ

り
も
先
立
つ
も
の
と
し
て
、
教
会
が
た
て
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
エ
デ
ン
の
園
に
お
い
て
神
の
み
こ
と
ば
が
園

の
木
の
実
に
つ
い
て
の
約
束
と
戒
め
を
語
ら
れ
た
の
は
、
イ
ヴ
が
創
造
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
な
の
で
あ
る）

11
（

。
神
の
こ
と
ば
が
語
ら
れ

る
こ
と
、
つ
ま
り
教
会
の
務
め
が
は
じ
め
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
家
政
が
あ
り
、
国
家
が
続
く
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
そ
の

成
り
立
ち
の
順
序
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
・
働
き
の
秩
序
も
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
国
家
、
家
政
、

教
会
の
三
つ
の
秩
序
、
機
関
の
な
か
で
教
会
が
何
よ
り
も
大
切
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
大
切
な
こ
と

は
神
の
み
こ
と
ば
が
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
ル
タ
ー
の
主
要
な
主
張
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
家
政
も
国
家
も
、
確
か
に
こ
の
世
界
の
秩
序
の
保
持
と

い
う
役
割
を
も
っ
て
神
に
よ
っ
て
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
信
仰
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
に
与
え
ら
れ
た
人
間
理
性
の
働
き
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
領
域
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
う
で

あ
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
が
神
に
よ
っ
て
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
最
終
的
に
神
の
責
任
と
支
配
が
国
家
に
も
家
政
に

お
い
て
も
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
り
、
神
の
み
こ
こ
ろ
、
神
の
み
こ
と
ば
が
そ
れ
を
お
さ
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

第
一
義
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
ド
ゥ
フ
ロ
ウ
は
、
こ
の
三
重
の
秩
序
の
な
か
で
、
教
会
の
教
職
の
身
分
、
説
教
の
務
め
と
い
う
も
の
の
特
別
な
意

味
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
教
会
は
、
こ
の
世
の
統
治
、
家
政
の
領
域
の
問
題
に
も
、
国
家
の
領
域
の
問
題
に
も
深
く
関
心
を

持
ち
、
神
の
み
こ
と
ば
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
価
値
や
戒
め
を
も
っ
て
具
体
的
な
提
言
を
も
っ
て
「
良
心
に
教
え
る）

11
（

」
こ
と
が
必
要
な
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の
だ
。
人
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
が
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
、
そ
の
立
場
と
働
き
を
知
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
み
こ
と
ば
の
務

め
を
持
つ
「
教
会
」
が
、
神
の
こ
の
世
の
統
治
と
し
て
の
「
三
重
の
秩
序
と
立
場
」
の
な
か
に
特
別
な
任
務
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る）

11
（

。
五　

教
会
の
宣
教
の
展
開
と
デ
ィ
ア
コ
ニ
ア

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
み
こ
と
ば
の
中
心
的
な
働
き
が
、
一
方
で
は
教
会
に
よ
る
霊
的
な
信
仰
へ
の
導
き
を
人
々
に
実
現
し
つ
つ
、

同
時
に
こ
の
世
の
具
体
的
な
義
を
立
て
て
い
く
宣
教
の
展
開
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ル
タ
ー
は
、
実
際
に

世
俗
の
権
威
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
に
つ
い
て
、
共
同
募
金
に
つ
い
て
、
結
婚
に
つ
い
て
な
ど
、
こ
の
世
の
事
柄
に
つ
い
て
積
極
的

に
そ
の
教
え
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
単
に
国
家
や
家
政
の
領
域
へ
の
関
心
を
持
っ
て
み
こ
と
ば
を
取
り
次
ぐ
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
い
。
実
際
に
、
一
五
二
八
年
の
「
キ
リ
ス
ト
の
聖
餐
、
告
白
」
に
お
い
て
は
、
倉
松
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
神
の
設
定
に
な
る

三
つ
の
機
関
、
制
度
（drei	stifft	und	orden

）
は
、
共
同
の
福
祉
と
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
の
た
め
に
相
互
に
仕
え
る
べ
き
聖
な
る

制
度
、
聖
な
る
職
務
（heiling	w

reck	und	heiliger	orden

）
と
評
価
さ
れ
て
い
る）

11
（

」
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
教
会

が
、
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
こ
と
と
と
も
に
、
こ
の
世
に
お
け
る
「
共
同
の
福
祉
」
に
特
別
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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「
教
会
」
と
い
う
も
の
を
、
こ
の
世
の
秩
序
の
な
か
の
共
同
体
と
し
て
考
え
る
時
、
そ
れ
が
家
政
と
い
う
個
人
的
な
領
域
よ
り
も

大
き
い
共
同
体
と
し
て
の
教
会
共
同
体
が
社
会
の
な
か
に
一
定
の
秩
序
を
保
ち
働
く
公
共
の
領
域
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
中
世
末
当
時
、
政
治
的
領
域
と
い
っ
て
も
、「
国
家
の
責
任
は
、
一
般
に
正
義
を
与
え
、
秩
序
を
保
つ
こ
と
に

限
ら
れ
…
中
略
…
国
家
は
、
近
代
的
な
福
祉
国
家
の
意
味
で
、
そ
の
国
民
の
福
祉
に
か
か
わ
る
必
要
が
な
か
っ
た）

1（
（

」
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
当
時
か
ら
教
会
が
こ
の
世
に
お
け
る
働
き
と
し
て
福
祉
的
な
働
き
を
担
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
て
い
た
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

実
際
、
教
会
と
い
う
の
は
信
仰
の
共
同
体
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
地
域
社
会
の
な
か
で
か
な
り
具
体
的
に
政
治
的
、
経
済

的
、
社
会
的
な
問
題
に
結
び
つ
い
て
存
在
し
て
い
た
の
が
、
当
時
の
教
会
の
実
情
で
あ
っ
た
。
農
村
共
同
体
で
も
都
市
共
同
体
で

も
、
宗
教
改
革
に
お
け
る
「
民
衆
の
信
仰
活
動
の
背
景
に
は
、
政
治
・
社
会
的
な
利
害
関
心
が
あ
っ
た）

11
（

」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
中
世
末
の
教
会
の
司
教
、
ま
た
教
会
な
ら
び
に
そ
の
財
産
や
、
学
校
、
施
療
院
な
ど
の
付
属
施
設
な
ど
の
実
際
の
運

営
を
担
う
聖
堂
参
事
会
は
、
高
級
貴
族
階
級
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
一
般
民
衆
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
教
会
中
枢
の
裕
福
な
現

実
と
自
分
た
ち
の
生
活
の
格
差
か
ら
教
会
へ
の
不
満
や
批
判
は
強
く
な
っ
て
い
く
。
と
同
時
に
、
様
々
な
生
活
不
安
の
中
で
、
人
々

は
現
実
的
で
現
世
的
な
救
済
を
求
め
る
思
い
も
当
然
に
強
く
な
っ
て
い
た
。「
民
衆
信
仰
の
高
揚
の
背
景
に
、
霊
魂
の
救
済
願
望
と

と
も
に
民
衆
の
生
活
不
安
と
そ
の
解
消
の
願
い）

11
（

」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
改
革
運
動
期
に
は
、
都
市
に
お
い
て
は
、
そ
の
信
仰
共
同

体
は
「
隣
人
愛
の
実
践
の
場）

11
（

」
と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
し
、
ま
た
農
村
共
同
体
で
も
、「
農
民
が
、
聖
職
者
の
選
任
や
教
会
の
管
理

運
用
権
を
主
張
す
る）

11
（

」
な
ど
の
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
民
衆
と
そ
の
共
同
体
が
自
ら
の
信
仰
と
生
活
を
新
し
い

「
聖
な
る
共
同
体
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
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も
ち
ろ
ん
、
ル
タ
ー
自
身
は
急
進
的
に
社
会
の
変
革
を
求
め
る
よ
う
な
熱
狂
主
義
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
現
実

的
に
、
民
衆
主
体
の
社
会
改
革
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
宗
教
改

革
が
、
少
な
く
と
も
中
世
末
か
ら
近
代
へ
と
移
行
し
て
い
く
具
体
的
な
社
会
全
体
の
動
き
の
な
か
に
位
置
づ
い
て
い
る
こ
と
は
重
要

な
背
景
だ
。
教
会
が
地
域
の
共
同
体
の
構
成
員
と
そ
の
生
活
に
深
く
か
か
わ
る
課
題
の
な
か
で
、
信
仰
共
同
体
と
し
て
自
覚
を
持

ち
、
そ
こ
に
具
体
的
な
隣
人
愛
を
実
践
す
る
姿
を
示
し
て
き
た
こ
と
は
、
民
衆
へ
の
改
革
運
動
の
広
が
り
に
利
し
た
こ
と
で
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

ル
タ
ー
は
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
の
た
め
の
学
校
を
建
て
て
通
わ
せ
る
べ
き
こ
と
、
あ
る
い
は
、
共
同
体
の
中
の
貧
困
な

人
た
ち
の
救
済
た
め
の
共
同
募
金
を
設
置
す
る
こ
と
な
ど
、
当
時
の
社
会
の
中
で
生
き
る
民
衆
の
教
育
や
福
祉
の
問
題
に
つ
い
て
は

積
極
的
に
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
単
な
る
提
言
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
ラ
イ
ス
ニ
ク
の
規
定）

11
（

」
を
見

て
も
分
か
る
よ
う
に
、「
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
者
は
、
内
的
外
的
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
も
ち
も
の
を
、
神
の
栄
光
と
、
隣
人
で
あ

る
一
般
の
キ
リ
ス
ト
信
徒
へ
の
愛
の
た
め
に
、
人
間
的
な
意
見
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
神
の
真
理
の
秩
序
と
公
示
に
し
た
が
っ
て
、

役
だ
て
用
い
る
べ
き）

11
（

」
と
の
考
え
に
立
ち
、
全
信
徒
の
集
ま
り
と
し
て
の
教
会
の
地
域
社
会
へ
の
責
任
と
義
務
と
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
手
だ
て
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

だ
か
ら
、
こ
の
教
会
の
働
き
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
単
に
説
教
を
語
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ル
タ
ー
は
教

会
の
中
心
的
な
働
き
と
し
て
礼
拝
を
考
え
、
そ
の
改
革
を
し
た
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
礼
拝
は
会
衆

全
体
が
神
の
奉
仕
に
あ
ず
か
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
同
時
に
、
神
の
み
こ
と
ば
（
キ
リ
ス
ト
）
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
会
衆
が
こ
の

世
の
隣
人
に
仕
え
る
こ
と
も
神
礼
拝
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ）

11
（

。
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例
え
ば
、
ル
タ
ー
は
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
六
章
の
講
解
の
中
で

信
仰
は
人
が
な
す
べ
き
わ
ざ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
神
の
わ
ざ
と
呼
ば
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
信
仰
は
神
が
そ
れ
に
よ
っ
て

讃
え
ら
れ
、
仕
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
（
そ
の
人
の
）
存
在
で
あ
り
、
働
き
で
あ
り
、
生
活
で
あ
り
、
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
も
し
信
仰
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
神
は
何
も
の
も
礼
拝
の
行
為
と
し
て
受
け
て
は
く
だ
さ
ら
な
い
。
こ
れ
が
正
し
い
神
礼

拝
に
つ
い
て
の
質
問
へ
の
答
え
で
あ
る）

11
（

。

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
の
み
こ
と
ば
に
よ
っ
て
信
仰
に
生
き
る
者
の
働
き
、
そ
の
生
活
、
行
い
が
す
べ
て
神
の
奉
仕
の
働
き

の
中
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
神
に
仕
え
る
も
の
と
し
て
の
正
し
い
神
礼
拝
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ

ス
ト
に
倣
っ
て
「
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
、
彼
ら
に
奉
仕
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
よ
り
以
上
に
大
い
な
る
神
奉
仕
は
な
い）

11
（

」
と
さ
れ

る
よ
う
に
、
具
体
的
な
隣
人
へ
の
奉
仕
が
神
を
証
し
、
み
こ
と
ば
と
神
の
愛
を
伝
え
る
も
の
と
な
る
。
そ
う
し
た
信
仰
の
わ
ざ
こ
そ

が
、
教
会
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

実
際
、
こ
う
し
た
ル
タ
ー
の
信
仰
理
解
と
実
践
的
提
言
は
、
後
に
ル
タ
ー
派
敬
虔
主
義
の
時
代
（
一
七
、
八
世
紀
）
に
具
体
的
な

デ
ィ
ア
コ
ニ
ア
の
働
き
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
シ
ュ
ペ
ー
ナ
ー
や
フ
ラ
ン
ケ
、
ツ
ィ
ン
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
ら
が
貧
し

い
子
ど
も
た
ち
の
教
育
と
福
祉
を
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
さ
ら
に
一
八
世
紀
後
半
以
降
は
教
会
で
按

手
さ
れ
た
デ
ィ
ア
コ
ノ
ス
、
デ
ィ
ア
コ
ニ
ッ
セ
と
い
う
専
門
職
が
地
域
社
会
へ
の
奉
仕
を
担
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る）

1（
（

。
も
と
も
と
中

世
の
伝
統
社
会
が
医
療
、
福
祉
、
教
育
な
ど
の
機
能
を
修
道
院
に
負
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
ル
タ
ー
が
修
道
院
を
解
体
し
、
公
的
世
界
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（
市
参
事
会
）
の
責
任
と
し
て
取
り
組
む
べ
く
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
く
、
実
際
的
に
教
会
の
デ
ィ
ア
コ
ニ
ア
と
し
て
位
置
付
け
て
き
た
の
は
、
み
こ
と
ば
に
生
か
さ
れ
る
信
仰
の
問
題
と
し
て
福

祉
や
教
育
が
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
宗
教
改
革
期
の
事
柄
を
今
日
の
概
念
で
捉
え
る
こ
と
に
は
そ
も
そ
も
無
理
が
あ
る
の
だ
け
れ

ど
も
、
あ
え
て
語
る
と
す
れ
ば
、
教
会
は
、
ま
た
こ
の
世
の
権
威
の
も
と
に
見
る
公
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
）
で
は
な
く
、
ま
た
家
政
と
い

う
個
人
の
領
域
（
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
）
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
に
生
か
さ
れ
た
信
仰
に
お
け
る
自
発
的
で
互
助
的
な
そ

し
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
き
め
細
か
く
信
仰
共
同
体
自
身
の
手
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
今
日
で
い
う
「
あ
た
ら
し
い

公
共
」
の
概
念
に
あ
た
る
よ
う
な
働
き
を
具
体
的
に
市
民
生
活
の
中
に
つ
く
っ
て
い
く
働
き
を
促
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
実
際
に
は
、
ま
だ
国
家
に
よ
る
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
が
充
分
に
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
こ
と
だ
と
い
え
ば
、
そ
の

と
お
り
だ
が
、
神
の
創
造
さ
れ
た
世
界
の
秩
序
、
そ
の
保
持
を
考
え
る
と
き
に
、
教
会
と
い
う
信
仰
共
同
体
は
、
単
な
る
魂
の
領

域
、
心
の
平
安
を
も
と
め
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え
は
ル
タ
ー
の
中
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
教

会
は
、
積
極
的
に
こ
の
世
の
生
に
か
か
わ
っ
て
、
そ
の
責
任
を
担
っ
て
い
く
べ
き
こ
と
を
見
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
教
会
と

い
う
存
在
に
つ
い
て
も
、
信
仰
者
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
共
同
体
の
一
員
と
し
て
責
任
を
担
う
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

近
代
的
な
社
会
契
約
の
考
え
方
や
福
祉
国
家
の
考
え
を
ル
タ
ー
に
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
は
当
然
だ
が
、
神
の
世
界
に
対
す
る

創
造
と
保
持
の
働
き
の
中
に
用
い
ら
れ
、
参
与
す
る
キ
リ
ス
ト
者
と
教
会
の
責
任
は
重
要
な
視
点
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
教
会
の
宣

教
は
、
み
こ
と
ば
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
出
来
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
教
会
と
い
う
定
ま
っ
た
共
同
体
の
枠
の
中
に

人
々
を
求
心
的
に
招
き
集
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
人
ひ
と
り
の
う
ち
に
働
く
み
こ
と
ば
が
、
互
い
に
結
び
合
う
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新
し
い
共
同
性
を
作
り
出
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
一
人
ひ
と
り
が
奉
仕
者
と
さ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
苦
し
み

を
持
つ
人
々
に
仕
え
、
神
の
愛
を
実
現
し
て
い
く
出
来
事
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ル
タ
ー
の
「
三
重
の
秩
序
と
立
場
の
教
え
（drei-Stände-Lehre

）」
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
神
の
統
治
を
世
界
に
実
現
し
て

い
く
広
義
の
宣
教
の
枠
組
み
で
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
て
現
代
社
会
に
お
け
る
教
会
の
宣
教
を
考
え
て
い
く
上
に

も
、
重
要
な
視
点
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
こ
の
教
会
に
お
い
て
、
国
家
や
家
政
の
領
域
に
関

わ
る
神
の
み
こ
と
ば
を
預
言
者
的
に
語
り
、
教
え
る
と
い
う
宣
教
の
視
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
さ
ら
に
そ
の
み
こ
と

ば
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
一
人
ひ
と
り
が
、
ま
た
教
会
の
わ
ざ
と
し
て
共
同
性
を
持
ち
な
が
ら
、
地
域
社
会
の
福
祉
・
教
育
な
ど
の

働
き
を
担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
く
と
い
う
宣
教
の
視
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
お
そ
ら
く
広
く
非
キ
リ
ス
ト
者
と
の
共
同
を
実
現
し

さ
え
も
す
る
だ
ろ
う
。
教
会
が
福
音
を
語
り
、
霊
的
な
救
い
を
も
た
ら
す
狭
義
の
宣
教
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
う
し
た
広
が
り
を
持
つ

宣
教
を
担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ル
タ
ー
の
「
三
重
の
秩
序
と
立
場
の
教
え
」
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
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注
（
１
）
倉
松
功
『
ル
タ
ー
神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の
基
礎
構
造
』
創
文
社
、
一
九
七
七
年
、
三
七
七
頁
。

（
２
）
石
居
正
己
『
教
会
と
は
だ
れ
か
―
ル
タ
ー
に
お
け
る
教
会
』
リ
ト
ン
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
三
頁
。

（
３
）
金
子
晴
勇
『
ル
タ
ー
と
そ
の
時
代
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
八
五
年
、
一
三
六
頁
。

（
４
）
倉
松
功
『
ル
タ
ー
神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の
基
礎
構
造
』
三
八
〇
頁
。

（
５
）	Risto	Saarinen,	
“Ethics	in	Luther

’s	T
heology:	T

he	T
hree	O

rders

”	in	M
oral Philosophy on the T

hreshold of 
M

odernity,	2005.

（
６
）
倉
松
功
『
ル
タ
ー
神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の
基
礎
構
造
』
三
七
七
―
三
八
五
頁
。

（
７
）
参
照
、Paul	A

lthaus,	D
ie E

thik M
artin Luthers	

（Gutersloher	V
erlagshaus	Gerd	M

ohn,	1965

）
の
な
か
のStand	und	

Beruf	(die	O
rdungen)	43-48.

（
８
）
石
居
正
己
『
教
会
と
は
だ
れ
か
―
ル
タ
ー
に
お
け
る
教
会
』
二
二
八
頁
参
照
。

（
９
）
同
前
、
二
三
四
頁
。

（
10
）
同
前
。

（
11
）
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ド
ゥ
フ
ロ
ウ
『
神
の
支
配
と
こ
の
世
の
権
力
の
思
想
史
―
聖
書
・
ア
ウ
グ
ス
タ
ィ
ヌ
ス
・
中
世
・
ル
タ
ー
』
佐
竹
明
・

泉
治
典
訳
、
新
地
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
四
四
〇
頁
。

（
12
）
倉
松
功
『
ル
タ
ー
神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の
基
礎
構
造
』
三
八
一
頁
。

（
13
）
ル
タ
ー
「
キ
リ
ス
ト
の
聖
餐
に
つ
い
て
、
信
仰
告
白
」『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
第
８
巻
、
聖
文
舎
、
一
九
七
一
年
、
三
二
六
頁
。

（
14
）
ル
タ
ー
「
ガ
ラ
テ
ヤ
大
講
解
・
下
」『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
二
集
第
（1
巻
、
聖
文
舎
、
一
九
八
六
年
、
四
〇
〇
頁
。

（
15
）
金
子
晴
勇
『
ル
タ
ー
と
そ
の
時
代
』
一
三
七
頁
。
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（
16
）
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ド
ゥ
フ
ロ
ウ
『
神
の
支
配
と
こ
の
世
の
権
力
の
思
想
史
』
四
四
一
頁
。

（
17
）
ル
タ
ー
「
大
教
理
問
答
書
」『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
第
８
巻
、
聖
文
舎
、
一
九
七
一
年
、
四
二
二
頁
。

（
18
）	Bernhard	Lohse,	M

artin Luther

’s T
heology: Its H

istorical and System
atic D

evelopm
ent,	(M

innesota:	Fortress	
Press,	1999)	323.

（
19
）
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ド
ゥ
フ
ロ
ウ
『
神
の
支
配
と
こ
の
世
の
権
力
の
思
想
史
』
四
四
〇
頁
。

（
20
）
倉
松
功
『
ル
タ
ー
神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の
基
礎
構
造
』
三
八
〇
頁
。

（
21
）Bernhard	Lohse,	M

artin Luther

’s T
heology,	322-323.	

（
22
）Risto	Saarinen,	
“Ethics	in	Luther

’s	T
heology,

”	2.

（
23
）Paul	A

ltnaus,	D
ie E

thik M
artin Luthers,	46-47,	151-155.

（
24
）LW

	1,	203–210.

（
25
）
ル
タ
ー
「
こ
の
世
の
権
威
に
つ
い
て
」『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
第
５
巻
、
一
三
〇
頁
。

（
26
）
Ｌ
・
ピ
ノ
マ
『
ル
タ
ー
神
学
概
論
』
石
居
正
己
訳
、
聖
文
舎
、
一
九
六
八
年
、
三
〇
九
頁
。

（
27
）LW

	1.	103-105.

（
28
）
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ド
ゥ
フ
ロ
ウ
『
神
の
支
配
と
こ
の
世
の
権
力
の
思
想
史
』
四
八
四
頁
。

（
29
）
現
代
の
社
会
の
な
か
で
、
神
の
支
配
・
統
治
の
秩
序
と
そ
の
働
き
を
担
っ
て
い
く
責
任
を
見
い
だ
し
て
い
く
の
に
は
、
ル
タ
ー
の
教

会
、
国
家
、
家
政
と
い
う
三
つ
の
概
念
で
有
効
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
残
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
神
の
委
託
と
し
て
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
教
会
、
家
族
（
結
婚
）、
労
働
（
文
化
）、
国
家
を
用
い
て
い
る
。

（
Ｄ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
『
現
代
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
』
森
野
善
右
衛
門
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
七
八
年
、
三
二
四
頁
以
下
参
照
）
ま

ず
、「
委
託
」
と
い
う
新
し
い
概
念
に
よ
っ
て
、
神
の
立
て
る
秩
序
と
人
間
の
応
答
性
と
し
て
の
「
立
場
」
の
両
方
を
把
握
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
ル
タ
ー
のdrei-Stände-Lehre

に
お
け
る
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
「
労
働
」
を
加
え
る
こ
と
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で
、
現
代
の
世
界
を
把
握
し
そ
こ
で
の
神
の
働
き
へ
の
参
与
を
考
え
て
い
く
た
め
に
展
開
さ
れ
た
新
し
い
提
案
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

	
　

確
か
に
、「
労
働
」
が
、
神
の
被
造
世
界
へ
個
人
が
働
き
か
け
て
い
く
一
定
の
姿
を
見
て
い
く
視
点
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
ま
た
、
現
代
の
複
雑
な
分
業
化
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
抽
象
化
し
た
「
労
働
」
の
課
題
と
そ
こ
で
の
責
任
を
考
え
る
た
め
に

は
、「
家
政
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
対
応
す
る
よ
り
も
、
独
立
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

	

　

け
れ
ど
も
、
ル
タ
ー
が
家
政
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
集
中
さ
せ
て
考
え
て
い
る
視
点
に
は
、
改
め
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
も
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
現
代
社
会
は
消
費
社
会
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
の
諸
個
人
は
、
労
働
者
と
し
て
生
き
る
と
い
う
感
覚
よ
り
も
、
消
費
者
と

し
て
感
覚
が
強
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
さ
に
消
費
を
す
る
と
い
う
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
（
経
済
活
動
）
に
お
い
て
、
世
界
が
私
た
ち
の
手

も
と
に
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
さ
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
ル
タ
ー
の
「
オ
イ
コ
ノ
ミ

ア
」
の
包
括
的
な
視
点
は
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
の
一
般
の
意
識
に
対
し
て
有
効
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

	

　

特
に
ル
タ
ー
が
「
家
政
」
に
お
い
て
、
ア
ダ
ム
の
堕
罪
や
カ
イ
ン
の
弟
殺
し
と
い
っ
た
人
間
の
罪
が
人
間
同
士
の
関
係
を
壊
し
て
い

る
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
自
然
に
「
の
ろ
い
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
で
、
み
の
り
が
容
易
に
は
得
ら
れ
ず
、
人
間
が
「
労

苦
」
を
も
っ
て
働
く
こ
と
、
自
然
、
大
地
（earth

）
に
働
き
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
態
も
捉
え
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
意
義

深
く
思
わ
れ
る
。
今
日
の
私
た
ち
人
間
と
人
間
が
そ
こ
に
生
か
さ
れ
る
自
然
環
境
と
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
問
題
を
、
国
家
と
か
労
働
の

視
点
で
は
な
く
、
ま
さ
に
家
政
、
私
た
ち
が
日
常
を
生
き
て
い
く
そ
の
生
活
の
場
所
で
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
消
費
す
る
も
の
か
と
い

う
問
題
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
だ
。

	

　

ま
た
、
現
代
の
日
本
と
い
う
状
況
の
中
で
考
え
る
と
、「
教
会
」
と
い
う
も
の
は
社
会
の
な
か
に
あ
る
任
意
の
団
体
で
し
か
な
い

し
、「
家
政
」
や
「
国
家
」
の
よ
う
な
普
遍
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
並
べ
て
、
そ
の
「
立
場
」
や
「
委
託
」
を
語
る
秩
序
と
す
る
の
は
難

し
い
。
む
し
ろ
「
律
法
」
と
し
て
働
く
神
の
こ
と
ば
と
、
そ
れ
が
信
仰
を
超
え
た
連
帯
性
を
作
る
視
点
を
捉
え
た
新
し
い
概
念
が
必
要

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
30
）
倉
松
功
『
ル
タ
ー
神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の
基
礎
構
造
』
三
七
九
頁
。
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（
31
）
Ｌ
・
ピ
ノ
マ
『
ル
タ
ー
神
学
概
論
』
三
五
三
頁
。

（
32
）
渡
邊
伸
『
宗
教
改
革
と
社
会
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
三
一
頁
。

（
33
）
同
前
、
四
〇
頁
。

（
34
）
同
前
、
四
一
頁
。

（
35
）
同
前
、
三
五
頁
。

（
36
）
ル
タ
ー
「
共
同
基
金
の
規
定
（
一
五
二
三
年
）」『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
第
５
巻
、
二
三
五
―
二
六
〇
頁
。

（
37
）
同
前
、
二
四
三
頁
。

（
38
）「
神
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
は
す
べ
て
真
の
神
礼
拝
」W

A
	38,	587.	A

nnotationes,	M
t.15,	1538.

（
39
）LW

	23,	23.

（
40
）
ル
タ
ー
「
共
同
基
金
の
規
定
」
二
三
九
頁
。
こ
こ
で
「
神
奉
仕
」
はgottis	dienst

で
「
礼
拝
」
と
訳
さ
れ
う
る
言
葉
で
あ
る
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

（
41
）
栗
林
輝
夫
、
西
原
廉
太
、
水
谷
誠
『
総
説	
キ
リ
ス
ト
教
史
３　

近
・
現
代
篇
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
、
一
五

八
―
一
七
九
頁
。


