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ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ー

ヌ

ス

の

『
ロ

マ
書

翰

』

七

、

七
↓
廿五
の

解

釈

に
・つ

い

て

清

水

正

照

序

文

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
ア
フ
リ
カ
帰
還
以
後

(
三
八
八
年
タ
ガ

ス
タ
に
帰
る
)
、
人
々
か
ら
提
出
さ
れ
た
問
題
の
解
答
の
集
録
で
あ

る

「
　

」
の
問
題
を
み
る
と
、
三
九
一
年

の
司
祭
叙
階
時
代
を
境
と
し
て
聖
書
に
関
す
る
も
の

が
多
く
な

っ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
第

一
問
題
か
ら
第
五
十
問
題
は
三
九

一
年
以
前

の
も
の
で
あ
る
が
、
哲
学
的

・
倫
理
学
的
色
彩
の
濃

　ユ
　

い
も

の
で
聖
書
の
引
用
も
殆
ん
ど
な
く
、
ま
た
聖
書
が
主
題
的
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
だ
が
司
祭
時
代

(三
九
一
年
～
三
九
五
年

)

の
第
五
十
一
問
題
か
ら
第
六
十
五
問
題
に
は
、
主
題
と
し
て
聖
書
の
句
が
採
り
挙
げ
ら
れ
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
後
の
時
代
と

比
較
す
る
と
、
そ
の
論
議
の
仕
方
は
組
織
性
を
欠
い
て
お
り
断
片
的
で
あ

っ
て
、
聖
句
の
引
用
の
仕
方
も
聖
書
の
構
成
な
ど
を
考
慮
し
た

も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。

司
祭
叙
階
時
代
に
は
恐
ら
く
彼
の
関
心
は
聖
書
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
聖
書
研
究
は
未
だ

一
貫
性
も

な
く
さ
し
て
深
め
ら
れ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。

司
教
叙
階

(三
九
五
年
)

の
前
年
に
彼
は
三
つ
の
パ
ウ
ロ
書
翰
注
解
を
書
い
て
い
る
。
即
ち
、

「
　

　
」
'
「
　

』
　

』



で
あ
る
。
前
二
者
は
幾

つ
か
の
個
処
は
省
略
し
な
が
ら
も
全
体
的
に
順
次
注
解
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
第
三
番
目
の
著
作
は
、
ア
ウ
グ

ハき

　

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
自
身
に
よ
れ
ば

「断
片
的
に
で
は
な
く
、

つ
ま
り
或
個
処
を
省
略
し
た
り
し
な
い
で
全
体
を
続
け
て
書
か
れ
た
」
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
で
の
聖
書
注
解
は
未
完
の
も
の
で
あ
れ
、
い
わ
ば
本
格
的
な
彼
の
関
心
を
示
す
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
時
代
に

彼
が
パ
ウ
ロ
書

翰
の
研
究
に
専
心
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
当
時
、
彼
を
中
心
と
す
る

一
群
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
問
で

は
主
と
し
て
パ
ウ

ロ
書
翰
が
読
ま
れ
、
幾
人
か
の
同
胞
が
彼
ら
が
提
出
し
た
疑
問
に
対
す
る
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
の
解
答
を
書
き
止
め

ハ
ぐ
　

一
冊
の
書
と
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
。
事
実
第

一
番
目
の
注
解
は
こ
う
し
て
出
来
上

っ
た
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
彼
が
パ
ウ
ロ
書
翰
の
注
解
を
書
く
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
実
際
的
要
求
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
彼
の
理
解
と
関
心
も
深

め
ら
れ
た
と
患
わ
れ
る
。
彼
は

『
　
』

の
最
後
に

『
ロ
マ
書
翰
』
注
解
の
困
難
な
仕
事
を
顧
み

つ
つ
、
読
者

に

『
ロ
マ
書
翰
』

研
究
の
続
行
を
約
束
し
て
い
る
。

実
際
に
は
こ
の
約
束
は
ま
と
ま

っ
た
一
冊

の
書
と
い
う
形
で
は
果

さ
れ
な
か
っ
た
。
だ

が
、
以
後
の
彼

の
著
作
に
は

『
ロ
マ
書
翰
』
の
或
る
章
に
つ

い
て
の
注
解
が
幾

つ
か
み
ら
れ
る
。
彼

の
関
心
に

『
ロ
マ
書
翰
』
が
大
き
な

位
置
を
占
め
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
司
教
叙
階
直

後
の
も
の
と
思
わ
れ
る

『
　

』
第
六
十
六
問
題
～
第
八

十
問
題
は

「
ロ
マ
書
翰
』
第
七
章
、
第
八
章
、
第
九
章
を

一
問
一
づ

つ
注
解
し
て
い
る
。
彼
は
司
教
叙
階
後
、
初
め
て
ま
と
ま

っ
た
形

へ
き
ぴ

で

の
書

物

を

著

わ

す

が

、

そ

れ

も

や

は

り

『
ロ

マ
書
翰

』

第

七

章

及

び

第

九
章

の
注

解

と

し

て

書

か

れ

た

も

の
と

い

っ
て
よ

い
。

即

ち

「
　

』
第

一
巻

で

あ

る
。

シ

ム
プ

リ

キ

ア
ー

ヌ

ス
が

ア

ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ

ス
に

ど

の

よ

う

な
問

題

を

提

出

し

た

の
か

は

、

前

者

よ

り

後
者

宛

の
書

翰

が
失

わ

れ

て

い
る

為

に

、

そ

の
内
容

に

つ
い

て
知

る

こ
と

は

出
来

な

い
。

ア
ウ

グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ

ス
か

ら

の
書
翰

に

よ

る

限

り

で

は
、

シ

ム
プ

リ

キ
ア
ー

ヌ

ス
は

ア
ウ

グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ

ス

の
或

る
幾

つ
か

の
書
を

読

ん

で
そ

れ

に
対

す

る

疑

問

を
書

き

送

っ
た

ら

し

い

。

ク

ー

ル
セ

ル
に
よ

る
と

、

ミ

ラ

ノ

の
キ

リ

ス

ト
教

の
知

的

雰

囲

気

は

、

新

プ

ラ

ト

ン
主

ハ
き
　

義

的

休

系

と

『
ヨ

ハ
ネ

福

音

害

』
序

文

と

の
関

係

を
専

ら
重

く

み

る
と

こ
ろ

が
あ

っ
た

。

新

プ

ラ

ト

ン
主
義

者

で
あ

る

シ

ム
プ

リ

キ
ア

ー

ヌ

ス
が
出

し

た

問

題

と

す

れ

ば

恐

ら

く

『
ロ

マ
書

翰

』

に
関

し

た
も

の

で

あ

り
、

逆

に

い
え

ば

ア

ウ
グ

ス
テ

ィ
ー

ヌ

ス
が

そ
れ

程

『
ロ

マ



書

翰
』

の

研

究

に

専

心

し

て

い
た

と

い
え

る

か

も

知

れ

ぬ

。

ミ

ラ

ノ

の
司

教

ア

ム
ブ
ロ

シ

ウ

ス

の
輝

か

し

い
名

声

の
陰

に

シ

ム
プ

リ

キ

ア

ー

ヌ

ス
の
名

は

消

え

て
、

ア

ウ

グ

ス
テ

ィ
ー

ヌ

ス
と

シ

ム
プ

リ

キ

ア
ー

ヌ

ス
と

の
関

係

は

、

シ

ム
プ

リ

キ
ア

ー

ヌ

ス
が

ミ

ラ

ノ
司

教

の
座

　ミ

　

を
継
い
で
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
に
書
翰
を
送
る
迄
は
絶
え
て
い
た
。
こ
の
書
翰

へ
の
解
答
と
も
い
う
べ
き
も

の
が

『
ロ
マ
書
翰
』
注
解

と
い
う
形
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
ク
ー

ル
セ
ル
の
報
告
と
併
せ
考
え
る
時
、
司
教
叙
階
時
代

の
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
の
主
要
関
心
の
何

た
る
か
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ミ
ラ
ノ
の
回
心
を
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

へ
の
回
心
と
解
釈
す
る
人
々
に
よ

っ
て
、
こ
の
司
教
叙
階
前

後

の
時
代

の
変
化
が
、
言
葉
の
真
の
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
回
心
と
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
主
張

の
当
否
は
別
と
し
て
理
由

の
な
い
こ

と
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
の
変
化
の
重
要
な
因
子
と
し
て
パ
ウ
ロ
書
翰
を

挙
げ
る
こ
と
は

恐
ら
く

誤

っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。そ

れ
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は

「
ロ
マ
書
翰
』
の
中
心
問
題
を
ど
の
よ
う
な
形
で
把
握
し
て
い
た
の
か
。
彼
は

「
　

　
」

の
序
文

で

『
ロ
マ
書
翰
』
の
意
義
に
ふ
れ
て
、

「何
よ
り
も
先
ず
第

一
に
人
は
こ
の
書
翰
の
中
に
律
法
と
恩

寵

の
働
き
の
問
題
が
専
ら
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
だ
」
と

い
っ
て
い
る
。
更
に

『
　

』
の
第

一
節
で
も

い
う
。

「
ロ
マ
人
に
宛
て
た
か
の
書
翰

の
中
で
、
使
徒
パ
ウ

ロ
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
理
解
さ
れ
る
限
り
で
は
次
の
問
題
を
も

っ
て
い
る
。
即
ち
、
律
法
の
働
き
の
功
績
の
故
に

ユ
ダ
ヤ
人
の
み
が

我
々
の
主
イ
エ
ス
ス
・
ク
リ
ス
ツ
ゥ
ス
の
福
音
に

到

達
し
う
る
の

か
。
そ
れ
と
も
イ
エ
ス
ス
・
ク
リ
ス
ツ
ゥ
ス
に
あ
る
信
仰
の
義
化

(
　

)
は
先
行
す
る
業
の
如

何

な
る
功
績
も
な
く
、

す
べ
て
の
異
邦
人
に
も
た
ら
せ
ら
れ
る
の
か
、

つ
ま
り
正
し
い
人
々
が
僧
ず
る
か
ら
義
化
さ
れ
る
の
で
な
く
、
信

ず
る
こ
と
に
よ

っ
て
義

化
さ
れ
た
人

々
が
初
め
て
正
し
く
生
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
」
。

悪
の
起
源
と
自
由
意
志
の
問
題
は
ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ー

ヌ
ス
に

と

っ
て
古
く
且
つ
絶
え
ず
新
し
い
課
題
で
あ

っ
た
。
か
の

『
　

』
第
二

・
第
三
巻
は
恐
ら
く
司
祭
昨
代
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
知

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
彼
は

『
ロ
マ
書
翰
』

の
中
に
律
法
と
恩
寵
の
問
題
を
み
る
。



本

文

律
法
と
恩
龍
の
問
題
は

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
に
と

っ
て
は

「
ロ
マ
書
翰
』

(以
下
Ｒ

・
と
略
す
)
第
七
章
七
節
～
廿
五
節
の
解
釈

と
い
う
形
で
把
握
さ
れ
る
が
、
こ
の
両
者

の
関
係
が
問
題
と
な
る
人
間
像
を
彼
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
三
九
五
年
頃
に
彼
は
人

間
の
生
を
四

つ
の
段
階
に
分
け
て
、
各
段
階

の
特
徴
を
律
法
と
恩
寵
と
の
関
係
で
表
わ
し
て
い
る
。
第

一
段
階
は
律
法
以
前
の
人
間

で
あ

り
、
こ
こ
に
は
こ
の
世
の
快
楽
と
の
如
何
な
る
戦
い
も
な
い
。
第
二
段
階
は
律
法
の
下
に
お
け
る
人
間

(
　

)
で
あ
り
、

我

々
は
邪
欲
と
戦
う
が
勝

つ
こ
と
は
出
来
な
い
。
第
三
段
階
は
恩
寵
の
下
に
お
け
る
人
間

(
　

)

で
あ
り
、
我

々
は
霊

へゆ

　

に
助
け
ら
れ
邪
欲
と
戦

っ
て
勝

っ
こ
と
が
出
来
る
。
第
四
段
階
は
、
戦
わ
ず
し
て
完
全
な
永
遠

の
平
和
に
憩
う
か

の
至
福
で
あ
る
。
と
こ

け

ろ
で

一
個
の
人
間
に
と

っ
て
律
法
と
恩
寵
が
問
題
と
な
る
と
す
れ
ば
　

と
　

以
外
に
は
な

い
。
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
は
両
者
を

「
戦
う
が
負
け
る
」
と

「戦

っ
て
勝
つ
」
と

い
う
言
葉

で
図
式
的
に
要
約
す
る
。

「
　

に
お
い
て
は
我

々

は
確
か
に
罪
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
に
も
拘
ら
ず
罪
の
習
慣
に
負
け
て
罪
を
犯
す
。
と
い
う
の
は
我
々
は
未
だ
信
仰
に
助
け
ら
れ
て
い

な
い
か
ら
。
　

に
お
い
て
は
、
我

々
は
我
々
を

解

放

し
て
下
さ
る
方
を
全
く
信
じ
、

我
々
の
功
績
に
何
も

の
も
帰
せ

　

な
い
で
む
し
ろ
か
の
方
の
慈
悲
を
悦
び
、
悪
し
き
習
慣
の
愛
着
が
我
々
を

罪
に
戻
る
よ
う
強

い
て
も
、

も
は
や
そ
れ
に

負
け
る
こ
と
が

な
い
」
と
は
彼
は
説
明
し
て
い
る
。

こ
う
い
う
観
点
か
ら
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は
　

を
　

と
解
釈
す
る
。

「
こ
れ
ら
の
言
葉
は
確
か
に

未
だ
恩
寵
の
下
に
な
い
人
間
、
即
ち
律
法
の
下
に
な
い
人
間
、
即
ち
律
法
の
下
に
お
か
れ
た
人
間
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
は
罪
を
犯
す

こ
と
を
欲
し
な
い
の
に
罪
に
負
か
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
我
々
ア
ダ

ム
か
ら
受
け
継
い
だ
肉

の
習
慣
と
死
の
自
然

の
絆
が
彼
を
圧
倒
し
た

か
ら
で
あ
る
」
。
所
謂
霊
肉
の
斗
争
と
い
わ
れ
る
記
述
は
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
に
よ
る
と
パ
ウ

ロ
の
回
心
前

の
描
写
で
あ
る
。

こ
う
い

う
観
方
は
司
祭
時
代
か
ら
司
教
叙
階
後
の
数
年
間
彼
が

一
貫
し
て
表
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
三
九
四
年
の

『
　
　

』
　

で
は

「
…
　

…
」
と
い
っ



て
い
る
。

三
九
七
年
の

『
　

』
　

で
も

彼
は
い
う
。

「
そ
の
個

処
で
使
徒
は
自
分
自
身

の
中
に

律
法
の
下
に

お
か
れ
た
人
間
を

移
し
投
影
し
て

い
る
と

私
は
考
え
る
。
そ
し
て
彼
は
そ
れ
ら
の
言
葉

を
自
分
自
身

の
ペ
ル
ソ

ナ
か
ら
語

っ
て
い
る
」
と
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
に

よ
る
と
、

「戦
う
が

負
け
る
」
と

「戦

っ
て

勝
つ
」
と

は

同
時
に
一

人
の
人

間
の

ペ
ル
ソ
ナ
の
中

に

併
存
し
え
な
い
。
二
段
階
は

歴
史
的
・
時
間
的
位
相
と

し
て

区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

つ

ま
り
、
二
段
階
は

不
可
分
離
的
な

力
動
的
統

一
を

な
し
て

一
個
の
人
間

の
実
存
の
相
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
は

既
に

古
き

過
去
に

属
す
る
ア
ダ

ム
的
律
法
の
段
階
で
あ
り
、
他
方
は

教
会
に

属
す
る
新
し
い
約
束

の
恵
み
の
段
階
で
あ
る
。

パ
ウ

ロ
に
と

っ
て
は
こ
の
二
つ
の
段
階
は
夫

々
別
個
の
も
の
と
し
て
伝
記
的
発
展
段
階
に
対
応
す
る
。
け
れ
ど
も
、
パ
ウ
ロ
自
身

の
ユ
ダ

ヤ
教
か
ら

キ
リ
ス
ト
教

へ
の
歩
み

(伝
記
的
発
展
)
と
、
信
仰
の
出
来
事
に
本
質
的
な

構
造

(
つ
ま
り
伝
記
的

発
展
外
で
の
キ
リ
ス
ト

者
と

し
て
の
実
存
構
造
)
と
の
間

に
は
或
る

類
似
性
が
対
応
し
て
い
る
。
神
の
前
に
お
け
る
実
存
者

の
内
面
に
は
、
伝
記
的
発
展
の
二

段
階
に
当
る
モ
メ
ン
ト
が
み
ら
れ
て
も
、
こ
れ
を
歴
史
的

・
時

間
的
経
過

の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
固

定

化
し
分
離
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
ろ
う
。
筋
謂
霊
肉
の
斗
争
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
か
の
個
処
は
、
信
仰

者
の
実
存

の
内
面
性

の
記
述
と
し
て
の
　

で
あ

(姶
}

る
。で

は
律
法
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
を
恩
寵

へ
と
導
く
の
か
。
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は
　

に
つ
い
て
い
う
。
「

こ
う
い
う

わ
け
で
あ
る
か
ら
使
徒
は
、
律
法
は
、
難
を
禁
止
し
て
は
い
る
が
罪
か
ら
人
を
解
放
す
る
為
に
で
は
な
く
、
忠
実
な
魂
が
解
放
者
の
愚
寵

へ
自
分
を
向
き
変
え
て
罪
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
罪
を
明
ら
か
に
す
る

(
　

)
為
に
、

律
法
と
し

て
与
え
ら
れ
た
、
と
い

っ
て
い
る
の
だ
」

(
　
）

。
つ
ま
り
律
法
は
罪
の
証
明
と
い
う
機
能
を
も

つ
。
彼

は
律
法
は
　

　
で
あ
る
と
し
て
、

「律
法
は
　

の
言
葉
に
よ

っ
て
は
少
く
と
も
決
し
て
非
難
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
律
法
は
罪
を

導
入
し
掘
り
起
す
為
に
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
単
に
罪
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
つ
ま
り
律
法
は
、
人
間
の
魂
は
そ
の
無
垢
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
い
わ
ば
　

に
す
ぎ
ず
、

罪
を
明
ら
か
に
す
る
と

い
う
そ
の



こ
と
に
よ

っ
て
、
人
間

の
魂
を
咎
あ
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
罪
は
神

の
恩
寵
な
く
し
て
は
征
服
さ
れ
え
な

い
か
ら
、
人
間
の
魂
は

苦
悩

に
圧
倒
さ
れ
神
の
恩
寵
を
得
よ
う
と
心
を
向
け
変
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
」

(
　

)。

「
　

(
　

)
が
律
法

の
機
能
と
し
て
　

の
重
要
な
規
定
と
な
る
。
人
間
は
律
法
に

よ

っ
て
罪
と
は
何

で
あ
る
か
を
認
識
す
る
に
至
る
。
だ
が
そ
の
認
識
は
単
に
客
体
的
知
識

で
は
な

い
。
人
間
が
罪
を
犯
す
こ
と
の
中
で
自

己
の
罪
を
知
り
神

の
恩
寵

へ
と
転
換
す
る
以
上
、
そ
の
認
識
は
自
己
理
解

の
実
践
的
知
識
で
あ
ろ
う
。
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ズ
の
右
の
言

葉
は
そ
の
点
に
触
れ
て
げ
る
。
け
れ
ど
も
罪
の
認
識
と
い
う
事
態
の
説
明
で
は
彼
は

一
種
の
心
理
学
的
立
場
に
立

と
う
と
す
る
。
　

　
の
説
明
と
し
て
彼
は
い
う
。

「
　

　」
(
　

)
彼
が
こ
の
書

(
　

　
)
の
第
五
節

・
第
六
節

・
第
七
節
な
ど
で
展
開
し
て
い
る
多
く
の
説
明
は
こ
の
原
則
で

一
貫
し
て
い
る
。
禁
止
に
よ

っ
て
欲
望
は
或

る
新
し
い
刺
激
を
受
け
、
こ
の
刺
激
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
対
象
の
甘
美
さ
が

一
層
強
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を

「
　
」

と

彼
は
解
釈
し
て
い
る
。

噛

伊

塗
智

四

一
二
年
に
彼
は
　

の
神
の
義
に
関
し
、
律
法
を
行
う
意
志

の
正
し
さ
を
強
調
す
る
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派

に
対
し
て
次
の
よ
う
に

い
っ
て
い
る
。

「使
徒
は
人
間

の
義
や
彼
自
身
の
意
志
の
義
を
語

っ
て
は
い
な
い
。
使
徒
は
神
の
義
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
そ

れ
に
よ

っ
て
神
が
正
し
く
あ
り
給
う
よ
う
な
義
で
は
な
く
、
不
敬
虔
な
者
を
義
と
し
給
う
に
当

っ
て
人
間
に
賦
与
し
給
う
神

の
義
を
語

っ

て
い
る
。
…
…
ま
こ
と
に
律
法
は
、
霊
の
助
力
を
通
し
て
の
神
の
賜
物
に
よ

っ
て
人
間
は
義
と
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
を
は

っ
き
り
と
示

し
て
い
る
。
…
…
こ
う
し
て
神
は
律
法

で
以
て
傲
慢
な
者
を
咎
あ
る
者
と
な
し
給
い
、
慈
悲
で
以
て
謙
恭
な
者
を
義
と
し
給
う
」

(
　

　)。

「如
何
な
る
人
に
せ
よ
自
分
自
身
を
誇
る
時
:
:
:
傲
慢
と
い
う
…

:
こ
の
悪
徳
が
生
ず
る
。
ま
こ

と
に
神
の
も
の
で
あ
る
も
の
を
自
己
の
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
こ
の
不
敬
虔
に
よ

っ
て
人
は
自
己
の
暗
黒
に
追
放
さ
れ
る
」

(
　

　
)

こ
こ
に
は
、
律
法
の
命
令
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
己
の
義
を
誇
る
罪
の
業
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
律
法
は
人
間

.
繍
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が
罪
人
で
あ
る
こ
と
を
明
る
み
の
中
に
出
す
。
人
間
の
罪
あ
る
欲
望
が
律
法
違
反
に
人
間
を
導
く
の
で
あ

っ
て
も
、
或
い
は
そ
の
欲
望
が

律
法
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
熱
心
さ
に
姿
を
変
え
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は
こ
の
罪

の
な
す
業
の
深
さ
と
広

さ
を
白
覚
し
て
い
る
。
罪
は
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捕
え
て
白
己
の
業
を

働
か
す
。

パ
ウ
ロ
書
翰

で
は
こ
れ
は
　

と
い
う
概
念

に
相
当
す
る
。
そ
れ
は
本
来
律
法
が
厳
し
く
拒
否
す
べ
き
も

の
を
、
人

間

が

秘

か
に
自
己
に
詐
取
し
た
自
己
満
足
と
い
う
空
し
さ
で
あ

　

　

　

　

　

り
、
遂
に
は
自
己

の
義

の
主
張
か
ら
神
の
義

の
否
定
に
迄
至
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
律
法
が
与
え
ら
れ
て
い
る

に
も
拘
ら
ず
罪
を
犯
す

　

　

　

と
い
う
よ
り
、
律
法
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
故
に
罪
を
犯
す
と
い
っ
た
方
が
よ
い
よ
う
な
不
可
解
な
欺
き
で
あ
る
。
恩
寵

は
、
人
間
が
主

観
的
な
絶
望
に
至
っ
て
そ
の
無
力
を
回
復
せ
し
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
客
観
的
に
絶
望
的
な
状
況
を
律
法
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
間
を
生

か
し
め
る
。
司
教
叙
階
当
時
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
律
法
に
対
す
る
考
え
と
、
後
の
そ
れ
と
の
間
に
は
少
か
ら
ぬ

違
い
が
あ
る
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
論
争
以
後
彼
は
律
法

の
禁
止
と
罪
と
の
間
の
立
体
的

.
動
的
な
関
係
を
見
逃
し
て
は

い
け
な
い
。
け
れ
ど
も

司
教
叙
階
時
代
の
彼
の
説
明
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
心
理
学
的

・
平
面
的
次
元
で
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
罪
は
単
に
知
の
対

象
に
尽
き
な
い
。

我
々
は
再
び
司
教
叙
階
時
代
に
帰
ろ
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は
い
う
。

「
思
う
に
:
…
我
々
が
死
す

べ
き
人
間
と
し
て
律
法

の
戒

め
な
く
生
き
て
い
た
時
、
即
ち
肉
の
欲
に
従

っ
て
罪
の
認
識
な
く
｜

と
い
う
の
は
か
の
禁
止
が
な
い
か
ら
｜

生
き
て
い
た
時
、
罪
は

死
ん
で
い
た
、

つ
ま
り
隠
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
使
徒
は

「
私
は
か
つ
て
律
法
な
く
し
て
生
き
て
い
た
』
と

い
っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て

使
徒
は
こ
の
言
葉
を
自
己

の
固
有

の
ペ
ル
ソ
ナ
か
ら
で
は
な
く
、
古
き
人
間

の
ペ
ル
ソ
ナ
か
ら
一
般
的
に
語

っ
た
と

い
う

こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。

「
だ
が
戒
め
が
来
る
と
罪
は
再
び
生
き
た
。
然
し
こ
の
私
は
死
ん
だ
、
そ
う
し
て
私
を
生
に
導

い
た
戒

め
が
死
に
導

い
て
い
る

こ
と
を
私
は
見
出
し
た

(
　

」

(
　

)。
罪
と
知
と

が
対
象

の
認
識
と
い
う

直
線
的
な
関
係

で
把
握
さ
れ
て
い
る
。
罪

の
存
在
と
不
在
が
認
知
と
不
認
知
と
い
う
平
面
的
な
次
元

に
投
影
さ
れ
て
い
る
。

こ
う

い
う
考

え
方
は
次
の
よ
う
な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
言
葉
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。



ハお

　

「
『
私
が
行
う
こ
と
を
私
は
知
ら
な
い

(
　

)
』

と
使
徒
が
い
っ
て
い
る
こ
と
は
理
解
力
の
鈍
い
人
に
は
、
使
徒
が
い
う

『
罪
は

罪
を
現
わ
す
為
に
善
を
通
し
て
私
に
死
を
働
か
せ
た
』
と
い
う
考
え
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
も
し
知
れ
な
い
と
し

た
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
罪
は
現
わ
れ
る
の
か
。

だ
が
　

と
し
て
解
さ
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
個
処

で
は
　

と
い
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
闇
は
如
何
に
し
て
も
み
ら
れ
な
い
が
、
光
と
対
照
す
れ
ば
感
知
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
闇
を
感
知
す
る
こ
と
は

つ
ま
り
み
な
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
た
か
も
闇
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

感
知
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
罪
も
｜
正
義
の
光
に
照

の

し
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
｜
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
見
分
け
ら
れ
知
ら
れ
る
」

(
　

)

。
こ
う
し
て
彼
は
　

と
を
直
線
的
に
同

一
次
元

で
整
合
的
に
結
合
す
る
。

「使
徒
が

『
私
が
行
う
こ
と
を
私
は
知
ら
な
い
』
と
い
う
時
、
　

は
　

を
意
味

し
て
い
な
い
。
…
…
我

々

が
　

で
あ
る
も
の
を
時
に
は
　

と
我
々
は
い
う
。
こ
う
し
て
使
徒
が
　

と
い
っ
た
時

彼
は
実
は
　

と
い
っ
た
の
で
あ
る
」

(
　)
　
　
）
。

何
を
　

　
す
る
か
と
い
え
ば
今
の
場
合
個
々

の
具
体
的
行
為

で
あ
ろ
う
。
そ
の
行
為
が
他
な
ら
ぬ
自
分
の
行
為

で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
何

り

の

も

故
に
こ
れ
を
非
と
す
る
の
か
。

「
未
だ
恩
寵
の
下
に
な
く
て
律
法
の
下
に
あ
る
人
間
は
、
実
際
疑

い
も
な
く
貪

欲
に
支
配
さ
れ
て
禁
ぜ
ら

れ
た
罪
の
甘
さ
に
欺
か
れ
、
律
法

に
つ
い
て
の
知
識
と
い
う
面
か
ら
は

(
　

)

こ
れ
を
是
認
し
な
い
の
に
も
拘

ら
ず
、
悪
を
な
す
よ
う
に

引
き
ず
り
込
ま
れ
る
。

し
か
し
そ
の
為
に
使
徒
は

『
そ
れ
を
行
う
の
は
私
で
な
い
』

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
彼
は
邪
欲
に
征
服
さ
れ
て
そ
れ
を
な
す
か
ら
で
あ
る
」

(
　

)
。
是
認
す
る
と
か
し
な

い
と
か
い
う
働
き
は
外

的
な
行
為
よ
り
も
内
的
な
意
志
に
ふ
さ
わ
し
く
、
な
す
な
さ
な
い
と
い
う
行
為
の
間
に

一
種
の
断
絶
を
設
定
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
こ

に
罪
の
介
在
す
る
余
地
が
残
さ
れ
る
。

「思
う
に
律
法
が
慾
し
な
い
こ
と
は
彼
は
慾
し
な
い
、

律

法
が
こ
れ
を
禁
じ
て
い
る
か
ら
で
あ

.

る
。
そ
れ
故
律
法
が
禁
じ
て
い
る
こ
と
を
彼
が
な
す
限
り
で
な
く
、
彼
が
な
す
こ
と
を
慾
し
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
彼
は
律
法
を

認
め
て
い
る

(
　

)
。

彼
は
恩
寵
に
よ

っ
て
は
未
だ
自
由
に
さ
れ
ず
縛
ら
れ
て
お
り
、
悪
を
な
す
こ
と
を
慾
し
な
い
の
に
自
分



が
悪
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
、
既
に
律
法
に
よ
っ
て
確
か
に
知

っ
て
い
た
。
こ
う
し
て

『
だ
が
そ
れ
を
行
う
の
は
確
か
に
自
分
で
は
な
く

自
分
の
内
に
宿
る
罪
な
の
で
あ
る
」
と

い
う
言
葉
が
続
く
。
使
徒
は
罪
を
な
す
こ
と
を
是
認
し
て
そ
う
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
是

認
し
な
い
為
に
律
法
を
是
認
す
る
の
で
あ
る
」

(
　

)。

罪
に
欺
か
れ
食
慾
に
圧
せ
ら
れ
て
人
は
罪
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
け
れ
ど
.

も
、
彼
が
自
己

の
個
別
的
行
為
を
否
認
し
、
不
正
な
も
の
と
し
て
そ
れ
を
認
め
る
限
り
は
、
彼
は
律
法
に
対
す
る
是
認
｜

つ
ま
り
そ
の
善

と
正
と
霊
性
と
の
是
認
｜

を
根
源
的
に
は
保
持
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
パ
ウ

ロ
の

「
　

　
」

の
解
釈
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実

は
こ
こ
に
は
二
重
の
矛
盾
し
た
　

が
あ
る
こ
と

に
な
る
。
第

一
に
は
律
法
に
対
す
る
原
則
的
と
も
い
う
べ
き
　

で
あ
り
、
こ
れ
は
罪
を
認
め

る
こ
と
に
直
結
す
る
。

第
二
は

こ
の
　

に
も
拘
ら
ず
こ
れ
と
同
時
に
意
志
は
自
ら
の
そ
の
都
度
の
企
図
を
現
実
化
す
る
際
の
　

を
も

つ
。
こ
れ

が
意
志
本
来
の
企
図

(
　

)
を
完
全
に
な
し
得
ぬ
ま
ま
或
る
力

(邪
慾

・
食
慾
)

に
打
ち
負
か
さ
れ
る
と
い
う
堕
落
す
る
運

動
を
可
能
と
す
る
。
こ
の
二
重
の
対
立
的
な
　

は

一
応
記
憶
に
値
す
る
程
の
重
要
性
を
も

っ
て
い
る
と
私
は
思
う
。

律
法
の
是
認
に
も
拘
ら
ず
現
実

の
こ
の
無
力
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
は
こ
こ
に
原
罪

(
　

)
と

　お
ね

い
う
概
念
を
登
場
さ
せ
る
。
彼
は
い
う
。

「使
徒
は

『
私
は
自
分
の
中
に
即
ち
私
の
肉
の
中
に
善
が
宿

っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
る
」
と
い
う
。
彼
が
知

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば

(
　

彼
は
律
法
を
認
め
る
　

)。

だ
が
彼
が
な
す
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば

(
　

)
彼

は
罪
に
従
う

(
　

)
。
も
し
人
が
使
徒
に
、
自
分
の
肉
の
中
に
は
確
か
に
善
が
宿

っ
て
い
な
い

(即
ち
罪
が
宿
る
)
と
い
う

が
そ
れ
を
ど
こ
か
ら
知

っ
た
の
か
、
と
た
ず
ね
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
死
の
仲
介
と
快
楽
の
執
拗
さ
か
ら
で
な
け
れ
ば

一
体
ど

こ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
は
原
罪
の
罰
か
ら

(
　

)
由
来
し
後
者
は
習
慣
的
罪

の
間
か
ら

(
　

　)由
来
す
る
。
我
々
は
前
者
と
共
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
生
き
る
こ
と
に
よ

っ
て
後
者
を
増
す
。
こ
の
二
つ
は
い

わ
ば
自
然
と
習
慣
の
よ
う
に

一
緒
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
極
め
て
固
い
打
ち
破
る
こ
と
の

出
来

ぬ
邪
慾
を
つ
く
る
。

使

徒
は
そ
れ
を
罪
と



呼
び
そ
れ
が
自
分
の
肉
の
中
に
宿
る
、
つ
ま
り
或
る

支
配
者
と
し
て
い
わ
ば
実
権
を
握

っ
て
い
る
と
い
っ
た
の
で
あ
る
」

(
　

　
)。
律
法
が
善
で
あ
り
霊
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
我
々
の
善
へ

の
意
志

(
　

　)
が
我
々
の
中
に
あ
る
こ
と
の
是
認
に
つ
な
が
る
が
、
　

は
　

で
あ
る
限
り

罪
が

支
配
し

善
の
実

行

(
　

)
は
我

々
の
中
に
な

い
、
即
ち
罪
に
従
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。

「使
徒
は

『
私
は
善
を
慾
す
る
こ
と
は
自
分
の

う
ち
に
あ
る
が
善
を
実
行
す
る
こ
と
は
見
出
さ
な
い
』
と
い
う
。
こ
の
言
葉
を
正
し
く
理
解
し
な
い
人
々
に
と

っ
て
は
使
徒
は
自
由
意
志

(
　

)
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
だ
が

『
慾
す
る
こ
と
は
自
分

の
う
ち
に
あ
る
』
と
使

徒
が
い
う
時
に
、
ど
う
じ
て
彼
が
自
由
意
志
を
否
定
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
確
か
に
慾
す
る
こ
と
自
体
は
自
分
の
能
力
の
う
ち
に

あ
る
、
そ
れ
は
自
分
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
善
を
実
行
す
る
こ
と
は
自
分
の
能
力
の
う
ち
に
な
い
。
そ
れ
は
原
罪
の
な
す

業
に

(
　

)
属
す
る
」

(
　

)
。

　と　

の
こ
の
よ
う
な
設
定
は
自
由
意
志
の
積
極
的
肯
定
か
ら
　

に
お
け
る
人
間

の
意

志

の
強
調
と
な

っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。
　

は

神
の

選
び
と
予
知
の
問

題
を
論
じ
て
い
る
。

「
思
う
に
何
ら
の
功
績

(
　

)
も
な
い
と
し
た
ら
選
び
も
な
い
。
功
績
と
い
う
点
で
は
す
べ
て
均
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
全

く
均
し
い
事
柄
に
お
い

て
は
選
び
に
つ
い
て
語
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
聖
霊
は
信
ず
る
者
に
の
み
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
は
御
自
身
が
嘉
み
し

う

　
サ
ク

ス

給
う
業
を
選
び
給
わ
な
い
。
神
は
慈
愛
に
よ

っ
て
我
々
が
善
き
業
を
な
す
よ
う
に
聖
霊
を
与
え
給
う
の
で
あ
る
か
ら
、
神
は
信
仰
を
選
び

給
う
。
…
…
そ
れ
故
に
信
ず
る
こ
と
は
我
々
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
善
を
な
す
こ
と
は
信
ず
る
者
に
自
ら
聖
霊
を
与
え
給
う
か
の
方

の
も

の
で
あ
る
」

(
　

と

の
問
に
あ
る
断
絶
は
罪

の
な
せ
る
業
で
あ
る
が
そ
れ
は
聖
霊
の
賜
物
に
よ

っ
て
埋
め
ら
れ
る
。

「
従

っ
て
、
よ
き
業
は
愛

(
　

)

に
よ

っ
て
な
さ
れ
、
愛

カ
　
リ
タ

ス

は
聖
霊
の
賜
物
に
よ

っ
て
我
々
の
う
ち
に
あ
る
。
使
徒
が

『
神
の
慈
愛
は
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
聖
霊
に
よ

っ
て
我
々
の
心
に
注
が
れ

た
』
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
」

(
　

)
。

と
こ
ろ
で
先
述
し
た
よ
う
に
善
を
欲
す
る
こ
と
は
自
由
意
志
に
よ

っ
て

人
間
に
可
能
で
あ
る



が
、
善
の
実
行
は
神
の
恩
寵

で
あ
る
聖
霊
に
み
た
さ
れ
な
け
れ
ば

不

可

能
で
あ
る
と
い
う
人
間

の
状
態
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
　

　
に
帰
せ
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、

儒
仰
に
お
け
る
人
間

の
意
志

の
先
行
性
を
認
め
る
限
り
、
　

よ
り
も

　
を
、

つ
ま
り
律
法

へ
自
発
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
意
志
の
積
極
性
が
強
調
さ
れ
て
く
る
。
後
に

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス

は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
論
争
の
過
程
の
中
で
、
こ
の
積
極
性
に
パ
ウ

ロ
の
　

に
当
る
　

を
み
る
が
、
今
の
場
合
彼
は
む
し

ろ
そ
こ
に
自
由
意
志
を
す
ら
み
よ
う
と
す
る
。

意
志
の
自
発
的
積
極
性
の
強
調
は
　

の
純
化
に

つ
な
が
る
。
っ
ま
り
意
志
は
刑
罰

へ
の
恐
れ
に
動
機
を
も
た
ず
、
内
な
る
人
と
し

て
律
法
を
悦
び
そ
の
善
な
る
こ
と
を
認
め
る
。

「使
徒
が
自
分
の
肢
体
に
お
け
る
法

(
　

)
と
呼
ぶ
も

の
は
死
の

重
荷
自
体

で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
我
々
は
重
荷
を
負

っ
た
者
と
し
て
呻
く
。
と
い
う
の
は
腐
敗
に
従

う
身
体

は
魂
を

鈍

重
に
す
る
か

ら
。

こ
う
し
て
魂
は
更
に
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
た
だ
ひ
た
す
ら
楽
し
み
耽
る
と
い
う
結
果
に
曝
々
な
る
」
こ
の
故
に
使
徒
は
圧
し
潰

す
よ
う
な
重
い
荷
を
法
と
呼
ん
だ
、
と
い
う
の
は
、
刑
罰
と
し
て

神
の
裁
き

に
よ

っ
て
そ
の
法
は

正
当
に
も
与

え
ら
れ
課
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
。

こ
の
法
は

『
貪
る
勿
れ
』
と
い
う
精
神
の
律
法
と
戦
う
。

人

間
は
内
な
る
人
と
し
て
は

精

神
の
律
法
を
悦
ぶ

(
　

)
」

(
　

)。

「
戦
う
が
負
け
る
」
と
い
う
第
二
段
階
に
あ

っ
て

「戦
い
」
が
可
能

で
あ
る
の
は
こ
の
意
志

の
自
発
性
、
　

が
存
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
次
の
よ
う
に
も

い
わ
れ
る
。

「
『
も
し
あ

な
た
方
が
霊
に
よ

っ
て
導
か
れ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
あ
な
た
方
は
律
法
の
下
に
い
な
い
』
に
つ
い
て
、
我

々
は
こ
う
理
解
し
よ
う
。
彼
ら

の
霊
は
肉
に
反
し
て
慾
し
、
慾
す
る
と
こ
ろ
の
こ
と
を
な
さ
な
い
、
つ
ま
り
、
肉
に
負
け
な
い
で
　

に
自
分
に
逆

っ
て

慾
す
る
肉
に
打
ち
負
か
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
人
々
は
律
法
の
下
に
い
る
の
だ
と
」

(
　

)。

こ
う
し
て
愛
と

恐
れ
の
明
白
な
対
立
が
語
ら
れ
て
く
る
。

「
か
く
て
律
法
は
既
に
恩
寵
の
下
に
あ
る
人
々
を
支
配

し
な

い
。
彼
ら

は
か

っ
て
断
罪
さ
れ
て

カ
　
ゆ

ウ
ズ

律
法

へ
の
恐
れ
の
下
に

(
　

)
あ

っ
た
が
、
今
や
慈
愛
に
よ
り
恩
寵
で
充
た
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」

(
　

　
)。

「
こ
う
し
て
命
令

(
　

)
は
恐
れ
る
者
に
と
っ

て
は

(
　

)
律
洪
と
な
り



愛
す
る
者
に
と

っ
て
は

(
　

)
恩
寵
と
な
る
」

(
　

)。
　

な

ど
は
明
ら
か
に
意
志
の
自
発
性
乃
至
は
純
粋
性
を
そ
の
重
要
な
モ
メ
ン
ト
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
律
法

に
対
す
る
意
志
の
積
極

的
関
わ
り
に

つ
い
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
、
勿
論
そ
れ
は
永
続
性
の
あ
る
強
力
な
も

の
で
は
な

く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
は
　

と
の
間
に
越
え
難
い
深
淵
を
み
た
。
だ
が
　

は
　

か
ら
奪

わ
れ
そ
こ
に

　
が
お
か
れ
る
、

つ
ま
り
　

は
　

で
は
な
く
恐
れ
で
動
か
さ
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
も
し
刑
罰

へ
の
恐
れ
が
唯

一
の
動
機
で
あ
る

な
ら
ば
、
人
間

が
　

は
も
つ
が
　

に
お
い
て
自
己
の
無
力
を
経
験

し
神
の
恵
み
を
願
う
と
い
う
経
験
を
ど
の
よ
う
に
し
て
開
示
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は
未

ね

だ
は

っ
き
り
さ
せ
て
い
な
い
。

彼
の
思
考
は
、

一
度
は
分
離
区
分
さ
せ
た
　

と
　

と
の
間
を
揺
れ

動
い
て
い
る
。

そ
の
中

で
は
未
だ
基
本
的
術
語
の
内
実
は
定
か
で
な
い
が
、
　

と
い
う
語
は
　

と
い
う
語
と
結
合
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
結
合
は
文

の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
中
で
の
使
用
に
止
ま

り
、
そ
の
結
合

の
論
理
が

一
貫
し
て
拡
大
さ
れ
、
彼
の
思
想
の
原
則
に
な

っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
愛
と
恐
れ

の
対
立
的
術
語
に
伴
う

不
明
確
さ
も
そ
こ
か
ら
由
来
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
根
本
的
な
問
題
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
解
明
す
る
為
に
、
晩
年
の
ペ
ラ
ギ

ウ
ス
論
争
時
代
に
お
け
る
　

の
解
釈
を
対
比
さ
せ
た
い
と
思
う
。

後
に
書
か
れ
た

『
再
補
録
』
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
は
　

に
つ
い
て
、
最
初
自
分
は
使
徒
が

律

法

の
下
に
あ
る
人
間
に

ハレ

　

つ
い
て
語

っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
が
、
教
父
達
の
注
解
を
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
そ
れ
は
使
徒
自
身
に

つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
を
理
解
し

　
あ

　

た
、
自
分

の
考
え
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
反
論
の
書
に
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、

「
ペ
ラ
ギ
ウ

ス
派
反
論
と
し
て
公
け
に
さ
れ
た
書
物
の
中
で
、

〔
『
ロ
マ
書
翰
』
の
か
の
個
処
の
言
葉
は
)
霊
的
人
間

つ
ま
り
既
に
恩
寵
の
下
に
お
か
れ
た
人
間

の
言
策
と
し
て
一
層
よ
く
理
解
さ
れ
る

.

こ
と
を
我

々
は
示
し
た
」

(
　

)
と
い
う
。
　

か
ら
　

へ
の
こ
の
よ
う
な

解
釈
の
変
化
に
つ
い
て
同
書
で
は
他
に
二
個
処
言
及
さ
れ
て
い
る

(
　

)。

こ
の
変
化
は
単
に
二
幾
階
の



一
方

へ
の
移
行
と
い
う
に
尽
き
な
い
。
或
る
意
味
で
人
間

に
つ
い
て
の
観
方
が
根
本
か
ら
変
る
と
い
う
点
を
も

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
霊
肉

の
斗
争
と
し
て
解
さ
れ
る
も
の
を
な
お

恩

寵
の
段

階
に
含
ま
せ
、
恩
寵
の
領
域
を
拡
大
し
人
間

の
領
域
を
縮
小
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
の
こ
の
変
化
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
論
争
と
い
う
も
の
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
人
間

の
善
へ
の
自
然
的
な
力
と
恩
龍
の
必
然
性

の
否
定
を
強
調
す
る
。
聖
書
特
に
パ
ウ

ロ
書
翰

が
恩
寵
と
呼
ぷ
と

こ
ろ

の
も

の
は
、
彼
に
従
え
ば
あ
ら
ゆ
る
形
式

で
の
道
徳
的
善
を
自
ら

の
力
で
行
う
積
極
的
力
を
内
に
も

つ
と

こ
ろ
の
神
に
賦
与
さ
れ
た
自
由

意
志

で
あ
る
。
従

っ
て
神

の
律
法
は
啓
示
に
よ
る
忠
告
で
あ
り
、
人
間
は
内
的
な
恩
寵
の
助
け
、
理
性
の
照
明
や
意
志
の
鼓
舞
な
ど
を
必

要
と
し
な
い
。
道
徳
的
進
歩
や
神

へ
の
愛
や
道
徳
的
完
全
さ
は
理
性
的
な
自
己
規
整

の
枠

の
中
に
あ
る
。
罪
と
は
意
志
の
不
正
な
使
用
で

あ

っ
て
、
罪
を
認
め
る
こ
と
は
意
志

の
道
徳
的
自
由
、
そ
の
内
的
善
性
、
善

へ
の
積
極
的
力
を

否

認

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
イ
エ

　
り
　

ス
ス
の
業
は
人
間
の
模
放
の
対
象
で
あ
り
人
間
の
徳
の
模
範
で
あ

っ
て
、
こ
れ
が
救

い
主

の
意

味

で
あ
る
。

こ
う
い
う
立
場
に
従
え
ば

　
及
び
　

は
、

「使
徒
が

罪

人

の
つ
ま
り
未

だ
律
法

の
下
に
い
る
ペ
ル
ソ
ナ
か
ら
語

っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
悪
徳
の
長

い

間
の
習
慣
か
ら
い
わ
ば
罪
を
犯
す
或
る
種
の
必
然
性
に
繋
が
れ
、
自
分
の
意
志
で
は
善
を
慾
す
る
が
悪
行
に
落
ち
込
ん
で
了
う
。

こ
の
よ

う
な

一
人
の
人
間
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
お
い
て
、
使
徒
は
古

い
律
法

の
下
で
依
然
と
し
て
罪
を
犯
し
て
い
る
人
を
示
し
て
い
る
。
彼
ら
は
ク
リ

ス
ツ
ゥ
ス
に
よ

っ
て
こ
の
習
慣

の
悪
か
ら
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
」

(
　

)
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
は

「
悪
徳
の
習
慣
」
か
ら
罪
を
犯
す
こ
と
は
語
ら
れ
る
が
、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
に
み
ら
れ
た

「原
罪

の
罰
」
か
ら
と
い
う
言

葉
は
な
い
。
而
も
恩
寵
は
　

な
る
律
法
で
あ
り
、

た
か
だ
か

自
由
意
志

の
力
に
す
ぎ
な
い
。

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が

律
法
の
下
に
あ
る
人
間
が
、
圧
倒
的
な
罪
を
犯
す
習
慣
か
ら
逃
れ
る
為
に
い
わ
ば
律
法
だ
け
で
は
不
充
分
か
の
よ
う
に
、
ク
リ
ス
ツ
ゥ
ス

の
恩
寵
に
よ

っ
て
自
由
と
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
　

　
に
す
ぎ
な
い
。

使
徒
が

『
自
分
を

救
う
も
の
は
我

々
の
主

(20

イ

エ

ス

ス

・
ク

リ

ス
ツ

ゥ

ス
に
よ

る

神

の
恩

寵

で
あ

る
」

と

い

っ
て

い
る

の
に

、

こ

の
恩

寵

を
　

に

で

は
な

く



　
に
お
く
程
、
恩
寵
と
い
う
書
葉
を
曖
昧
に
使
う
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
我
々
は
何
ら
の
信
も
お
け
な
い
、
と
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は
断
ず
る
(
　

).

「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は

『
　

』
第

一
巻
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

『
だ
が
我
々
は
創
造
主
が
普
遍
的
に
人
間

の
本
性
に
植

え

つ
け
給
う
た
強
固
な
自
由
意
志

(
　

)
を
も

っ
て
い
る
か
ら
、

我
々
は

鼻
を
犯
さ
な
い
』
と
。
…
…
だ
が
自
由
意

志
が
そ
れ
程
強
固

で
あ

っ
て
罪
を
犯
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
如
何
な
る
助
力
が
必
要
だ
と
い
う
の
か
」

(
　

　)
。
「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
、
人
間

が
自
由
意
志
を
通
し
て
な
す
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
恩
寵
に
よ
る
な
ら
ば
、

人
間
は
一
層
容
易
に
こ
れ
を
な
し
う
る
、

と
い
う
。

…
…
だ
が
　

と
い
う
言

葉
の
附
加
は
神
の
恩
寵

な

く
し
て
も
人
間
が
善
き

業
を
な
し
う
る
と
い
う
可
能
性
を
示
峻
し
て
い
る
」

(
　

)。

「真
の
恩
寵
は
精
神

(
　

)
の
中

に
善
の
　

と

　
を
生
ぜ
し
め
る
聖

霊
の
賜
物
で
あ
る
。

人
間
の
意
志
は
、
意
志
の
自
由
選
択

(
　

)
を
も

っ

て
人
間

が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
人
間
は
如
何
に
生
く
べ
き
か
を
教
え
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
以
上
の
こ

と
と
別
個

に
、
正
義
を
な
す
為
に
は
聖
霊
を
与
え
ら
れ
て
助
け
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
思
う
に
自
由
な
選
択

(
　

)
は
真
理
の

途
が
隠
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
罪
を
犯
す
以
外
何
の
役
に
も
立
た
な
い
」

(
　

)
。
こ
う
し
て
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
　

に
属
せ
し
め
た
幾

つ
か
の
特
徴
に
、
そ
れ
の
容
認
が
原
罪

と
恩
寵
の
否
認
に
至
る

危
険
性
を
見
出
す
。
こ
の
危
険
性
を
消
去
し
恩
寵
を
救
う
為
に
は
、

「戦
う
」
と
い
う
我
々
の
行
為
や
意
志
を
も
恩
寵
の
働
き
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
霊
肉
の
斗
争
と
い
わ
れ
る
も
の
は
悪
し
き
慾
望
に
同
意
し
な
い
限
り
、
そ
こ
に
人
間

の
意
志

の
内
奥
に
あ

っ

て
助
け
給
う
聖
霊

の
領
域
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
い
う
。

「
私
は
か
っ
て
使
徒
は

〔
　

で
　

を
述
べ
た
と
考
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
後

に

私
は
使
徒
の
　

　
と
い
う
言
葉
で
考
え
を
変
え
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
と

い
う
の
は
彼
が
続
い
て
　

　
と
い
っ
て
い
る
の
は
、

(
以

前

の
考

え
で
は
)
　



　
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。
更
に
使
徒
は
　

と
い
う
が
、
如

何
に
し
て
　

が
こ
う
い
い
う
る
の
か
私
は
当
時
分
ら
な
か

っ
た
か
ら
。
ま

こ
と
に
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
　

が
｜

こ
れ
に
よ
っ
て
人
は
罰
の
恐
れ
か
ら
で
な
く
正
義
の
　

即
ち
　

か
ら
悪
に
同
意
し
な

い

(
　

　)
｜

恩
寵
の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
と
あ

っ
て
は
、
特
に
分
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
」

(
　

　)。

こ
の
四
巻
の
書
は

四
二
〇
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ペ
ラ
ギ
ウ

ス
論
争
も

後
期
に
な

っ
た
時
代
の
も
の
で
あ

る
。
　

は
こ
う
し
て

「使
徒
が
自
分
の
ペ
ル
ソ
ナ
か
ら
ま
た
も
は
や
律
法

の
下
に
な
く
恩
寵
の
下
に
あ
る
他
の
人
々
の
ペ
ル

ソ
ナ
か
ら
語

っ
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
の
人
々
は
こ
の
記
述
に
使
徒
自
身
が

理
解

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
認
め
な
い

で
、
使
徒
が
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
し
て
未
だ
律
法
の
下
に
あ

っ
て
恩
寵
の
下
に
な
い
他
の
人
を
投

影
し
て
い
る
と
い
う
。
…
…
だ
が
律

法
は
罪
の
認
識
に
、
更
に
律
法
自
身
の
違
反
に
ま
で
至
り
、
そ
の
結
果
罪
が
認
識
さ
れ
増
大
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
信
仰
を
通
し
て
恩
寵
が

求
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
が
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

(
　

)。

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
か

っ
て
　

と
し
て
考
え
て
い
た
も
の
が
、

ペ
ラ
ギ

ウ

ス
派
に
よ

っ
て
如
何
に
扱
わ
れ
た

か
、
そ
し
て
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
原
罪
と
恩
寵
を
救
出
す
る
為
に
自
己
の
解
釈
を
如
何
に
訂
正
し
た
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
注
意

す

べ
き
こ
と
は
、
か
っ
て
不
明
確
で
あ

っ
た
幾

っ
か
の
中
心
的
術
語
　

が

恩
寵
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
既
に
四

一
二
年
に
彼
は
、

「も
し
戒
め

が
　

か
ら
で
な
く
　

か
ら
行
わ
れ
る
な
ら
そ
れ
は
奴
隷
で
あ

っ
て
自
由
で
は
な
い
。

従

っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
。

思

う

に

果

実
が
善
で
な
い
な
ら

　
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
い
が
、
愛

(
　

)

に
よ
り

働

く

信

仰
が
あ
る
な
ら
内
的
人
間
に
従

っ
て
律
法
を

　
　

は
儀
文

〔
律
法
)

の
賜
物
で
な
く

霊

の
賜

物
で
あ
る
」

(
　

　)と
い
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
　

も
神

の
恩
寵
の
賜
物
と
な
ろ
。

「神
の
恩
寵
は
人
間
が
?
慾す
る

こ
と
を
も

助
け
給
う
。

「
神
は
善
き
意
志
と
業
と
を
行
わ
せ
る
よ
う
あ
な
た
達
の
う
ち
に
働
き
給
う
』
と
い
う
言
葉
が
空
し
く
あ

っ
て
は
な
ら
ぬ
」



(
　

)。
こ
う
し
て
　

は
恩
寵
な
く
ば
そ
れ
自
体
何
ら
の
善
も
な
く
、
自
己
を

栄
光
化
す
傲
慢
と
化
し
バ
ウ
ロ
の
　

と
な
る
。
今
や
　

を
　

に
よ

っ
て
規
定
す
る
こ
と
に

は
何
ら
の
妨
げ
も
な
い
。

「思
う
に
　

は
　

か
ら
自
由
で
も
な
く
遠
ざ
け
ら
れ
て
も
い
な
い
。
彼

は
律
法
が
威
嚇
す
る
罪

の
恐
れ
か
ら
、
正
義

へ
の
何
ら
の
愛
も
な
く
て
自
分
を
罪

の
業
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す

る
」

(
　

　
)。

「罰
の
恐
れ
か
ら
罪
を
犯
さ
な
い
人
が
自
分
は
罪
に
勝

っ
て
い
る
と
思
う
の
は
空
し
い
。
そ
の
人
は
悪
し
き

慾
望

の
働
き
に
よ

っ
て
、
外
的
に
は
悪
行
を
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
内
的
に
は
悪
し
き
慾
墾
は
征
服

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
」

(
　

　
)
。

「律
法
の
命
ず
る
こ
と
を
恩
寵
の
霊
の
助
け
な
く
行
う
人
は
如
何
な
る
人
で
あ
れ
、
刑
罰
の
恐
れ
か
ら
行
う
の
で
あ

っ
て
正
義
の
愛
か
ら
行
う
の
で
は
な
い
。
人
間

の
前

で
は
業
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
も
の
も
、
神
の
前
で
は
意
志

の
中
に
は
存
在
し
な
い

か
ら
」
(
　
）
。

「
戦
う
が
負
け
る
」
と
い
う
の
が
　

の
特
徴
と
し
て
　

に

帰
せ
ら
れ
た
の
を
我
々
は
知

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
今
や
か
の
個
処
は
　

に
一
転
し
て
帰
せ
ら
れ
る
。
恩

寵
が
助
け

る
限
り

「戦

っ
て
勝
つ
」
筈
で
あ
る
。
そ
の
限
り

「負
け
る
」
と
い
う
事
態
は
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
に
と

っ
て
、
人
間

の
本
質
的
な
意

志
や
意
図
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「負
け
る
」
こ
と
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
自
己
の
固
有
の
責
任
で
は
な

い
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ

.
p

、

う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。

私
は
先

に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
矛
盾
す
る
二
つ

の
　

が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
い
た
。
一
つ
は
　
　

(
　

)
と
い
う
原
則
的
と
も

い
わ
る
も

べ
き
も
の
で
あ
り
、
一

つ
は
こ
の
　

に
も
拘
ら
ず

そ
の
都
度
の
意
志
の

企
図
の
現
実
化
に
お
い
て
は
或
る
力

(邪
悪
な
慾
望
)
に
負
け
る
と
い
う
際
の
、
現
実
化
さ
れ
た
　

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
今

や
前
者
も
後
者
も
恩
寵

の
下
に
あ
る
人
間

の
中
に
含
ま
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
パ
ウ
ロ
は
　

で
後
者

の
　

も

語

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

律
法
を
是
認
し
悦
ぶ
と
い
う
こ
と
は
恩
寵
に
よ
る
　

で

あ
る
か
ら
、
第
二
の
　

を
言
葉

の
本
来
の
意
味

で
の
　

と
認
め
る
こ
と
は
、
恩
寵

の
力

(
　

)
に
限
界
を
お



じ

く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
避
け
る
途
は
こ
の
　

を
否
定
す
る
以
外

に
は
な
い
.
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
は
い
う
。

「使
徒
は

　
と
い
う
が
、

こ
の
言
葉
で
使
徒

が
悪
し
き
業
を
慾
す
る
肉

の
慾
に
同
意
し

た

(
　

)
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
、

む
し
ろ
　

　
と
い
っ
て
い
る
の
に
注
意
せ
よ
。
使
徒
は
肉
の
慾
よ
り
も
む
し
ろ
律
法

に
　

し
た
と

い
っ
て
い
る
。
使
徒
は
肉
の
慾
を
罪
と
い
う
名
で
呼
ぶ
。

こ
の
故
に
使
徒
は
自
分
が
な
し
行
う

(
　

)
の
は
　

　
に
よ

っ
て
で
な
く
、
単
に
　
　

に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い

っ
た
の
だ
。
こ
う
い
う
わ

け
で
使
徒
は
　

と
い
っ
た
の
だ
。
　

と
い
と
い
う
の
は
律
法

の
慾
し
な
い
こ
と
は
自

分
も
慾
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
続
け
て
使
徒
は
、
　

　
と
い
う
。
こ
の
　

と
は
何
か
。
そ
れ
は
　

以
外

の
何
も

の
で
も
な
い
。
全
く
恩

寵
こ
そ
意
志
の
　

を
　

か
ら
解
き
放
つ
も
の
で
あ
る
」

。

(
　

　
)

し
か
し
使
徒
は
　

で
　

と
い
っ
て
い
る
。

そ
の
限
り
彼
の
中
に
は
悪
し
き

慾
求
も
存
在
す
る
。
だ
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は
そ
こ
に
　

を
認
め
な
い
。

「使
徒
が
　

と
い
っ
た
こ

と
は
如
何
な
る
　

も
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
　

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
う
る
。
　
…
　使
徒
は
そ
こ
に
律
法
の
下
に
あ

っ
て
恩
寵
の
下
に
な
い
人
間
を
述

べ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
…
…
そ
れ
は
肉
に
お
い
て
私
を
虜
と
す
る
の
で
あ

っ
て
精
神

(
　

)

に
お
い
て
で
は
な
い
、

つ
ま
り
　

に
よ
っ
て
で
あ

っ
て
　

に
よ

っ
て
で
は
な
い
、
と
使
徒
が
い
っ
て
い
る
と
理
解
し
う

る
」

(
　

)。
悪
し
き
慾
求

の
存
在
と
そ
れ
の
力

へ
の
屈
服
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
か
。

ア
ウ
グ

ス
デ
ィ
ー
ヌ
ス
は

　に
つ
い
て
い
う
。
「
こ

の
言
葉
は
悪
し
て
慾
求
が
な
い
時
に
こ
そ
善
が
実
行
さ
れ
る

(
　

)
か
ら
い
わ
れ
た
の
だ
。

丁
度
悪
し
き
慾
求
に
従
わ
さ
れ
る
時
に
こ
そ
悪
が
　

さ
れ
る
よ
う
に
。

と
は
い
え
悪
し
き
慾
求
が
夢
実
と
し
て
存
し
て
も
、

そ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
悪
は
　

で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
悪
し
き
慾
求
に
従

っ
て
い
な
い
か
ら
。
ま
た
善
が
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で
も
な
い
σ
悪
し
き
慾
求
が
あ
る
か
ら
。

だ
が

或
る

面
か
ら
は
善
が
な
さ
れ
た
と
い
え
る
。
悪
し
き
慾
望

に
　

し
て
い
な
い

か
ら
。
だ
が
或
る
面
か
ら
は
悪
が
残

っ
て
い
る
。

悪
し
き
慾
望
が
存
す
る
か
ら
。

こ
う
い
う
わ
け
で
使
徒
は
　

　
と
い
わ
な
い
で
　

と
い
っ
た
の
で
あ
る
」

(b
　

　
)

。

「
　
」

二
巻
の
書
は
四

一
八
年
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
　
　

が
　

と
区
別
さ
れ
明

ら
か
に
　
と

結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
　

は
精
神
の
行
為

で
あ

っ
て
い
わ
ば
全
人
格

の
決
断
と
も
称

さ
る

べ

"

き
も
の
で
あ
る
。

事
実
と
し
て
存
す
る
慾
望
の
力
は
、

そ
れ
が
精
神
と
区
別
さ
れ
る
肉
の
も
の
で
あ
る
隈
り
単
な
る
　

で
あ
っ

て
、

「
戦

っ
て
勝
ち
」
う
る
も
の
で
し
か
な
い
。

「意
志
が
戦

っ
て
い
る
慾
望
は
未
だ
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
慾
望
と
い
う
咎

は
洗
礼
に

よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
る
が
、
弱
さ
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」

(
　

)
。
　

は
原
罪

の
業
と
し
て
残

っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
決
定
的
な
意
味
に
お
い
て
罪
と
し
て
、

つ
ま
り
意
志
的
な
拒
絶
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

我

々
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は

『
告
白
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
肉
の
慾
望
の
誘
い
に
決
し
て
同
意
を
与
え
な

い
よ
う
に
祈
る
こ
と
で

あ
る

(
　

)
或
る
意
味
で
恩
寵
の
力
は
こ
の
同
意
を
与
え
な
い
よ
う
に
我

々
の
意
志

を

強
め
る
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
罪
は
我
々
の
精
神
と
い
わ
ば
無
縁
の
　

と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
我
々
が
同
意
し
な
い
限
り
、

慾
墾

の
力
は
無

縁
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
無
縁
な
る
　

が
何
故
に
苦
悩
の
力
と
な
る
の
か
。

何
故
に
我
々
に
迫
り
来

る
力
と
し
て
描
か
れ
る

の
か
。
次
に
は
こ
の
よ
う
な
点
が
問
題
と
な
ろ
う
。
し
か
し
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
枚
数
は
こ
の
問
題
を
稿
を
改
め
て
考
え
る
ぺ
く
余
儀

な
く
し
て
い
る
。
本
論
文
は
、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
　

の
解
釈
の
変
化
を
基

本
的
な

点
に
お
い
て
考
察

す

る
こ
と

で
、

一
応
そ
の
日
的
を
果
し
た
と
考
え
た
い
。

…
完
｜

論

文

注
①
例
え
ば
第
十
四
問
題
は
神
学
的
主
題
に
も
拘
ら
ず

一
種
の
論
理
的
推
理
式
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
他
に
も
　



⑮
ウ

ル
ガ

ー
タ
で
は
　

と
な

っ
て
い
る
が

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
は
す

べ
て
　

と
な
っ

た
古

ラ
テ
ン
語
聖
書

に

従

っ
て

い

る
。

⑯
　

に
よ
る
と
　

と

い
う
語
が
初

め
て
現
わ
れ
て
い
る
ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ー
ヌ
ス
の
著
作

は
　

　
で
あ

る
と

い
う

(
長
沢
信
寿

、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
哲
学

の
研
究
、
創
文
社

、
三

二
六
頁
）
。

長
沢
先
生

は
こ
の
見

解
を
否
定
し
原

罪
と

い
う
言
葉
が
は

っ
き
り
使
わ
れ
た
の
は
四

二
〇
年

の
　

が
最
初

で
あ

る
と
さ
れ
る
。

だ
が

、
三九

七
年
頃
書

か
れ
た
　

に
我

々
は
こ
の
語

の
使
用
を

み
る
。

⑬
山

谷
省
吾
は
ロ

マ
書
第

七
章

の
霊
肉
の
争
斗

の
記
事
は
、

パ
ウ

ロ
の
同
心
前

の
体
験
」

で
は
な
く
、

「
む
し
ろ
回

心
後

の
彼
の
経
験
と
並

び

に
キ
リ

ス
ト
者
と

し
て
の
立
場

か
ら
の
反
省
と
か
ら
書

か
れ
た
記
録
」
と
解
し

て
い
る

(
パ
ウ
ロ

の
神
学
、
長
崎
書

店
、
昭
十
七
年
、
四

一
二

頁
)
。

　
な
ど
に
み
ら
れ

る
。
第

十

一
問
題
は
キ
ケ

ロ
の
『
　

』

の
抜
卒
で
あ

る
。
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⑳

ウ

ル
ガ
ー
タ
で
は

「
　

…
」
と

な

っ
て
い
る
が
、

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
の
引
用

は
す

べ
て

「
　

　
…
」
と
な

っ
て

い
る
。

こ
う

い
う
古

ラ
テ

ン
語
聖
書

が
あ

っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
彼
が
特
に
こ
う

い
い
変

え
た
の
か
分
ら
ぬ
が
、

　
と

い
う
方

が
確
か

に
彼
の
真
意
を
表
わ
す

の
に
適
し
て
い
る
。
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